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【
要
約
口
　
大
化
前
代
の
品
部
制
と
令
制
の
贔
部
雑
劇
制
を
本
質
的
に
区
別
し
、
前
者
に
対
し
て
後
者
を
縛
色
づ
け
る
も
の
は
、
背
戸
制
で
あ
る
。
私
は

こ
の
体
制
納
転
換
の
行
わ
れ
た
三
期
を
律
令
的
中
央
官
僚
制
が
ほ
父
確
立
を
み
た
持
統
期
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
雑
戸
が
品
部
よ
り

身
分
的
に
低
位
で
あ
る
と
す
る
通
説
は
正
し
い
が
、
そ
れ
で
は
何
故
に
、
法
制
上
良
民
た
る
こ
と
明
ら
か
な
雑
戸
が
弁
職
の
属
と
さ
れ
た
の
か
、
既
往
の
研

究
で
は
こ
れ
は
必
ず
し
も
充
分
に
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
一
つ
の
事
情
と
し
て
雑
戸
の
軍
事
的
機
能
を
重
要
視
し
た
い
。
融
部
早
戸
綱
は
前
代
職
業

部
民
を
か
か
る
社
会
的
役
割
を
与
え
ら
れ
た
雑
戸
を
中
核
に
編
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
制
度
の
全
体
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
右
の

課
題
に
迫
り
た
い
と
考
え
る
。
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は
　
し
　
が
　
き

　
大
正
八
年
、
米
騒
動
に
つ
づ
く
わ
が
国
未
曾
有
の
社
会
問
題
沸
騰

の
頃
、
『
民
族
と
歴
史
』
を
主
宰
さ
れ
た
喜
田
貞
吉
博
士
は
、
そ
の

第
二
巻
第
一
号
に
部
落
問
題
を
特
輯
さ
れ
て
、
大
い
に
才
筆
を
揮
わ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
第
二
号
に
は
、
同
様
の
関
心
か
ら
川
上

多
助
氏
が
「
品
部
雑
戸
考
」
を
執
筆
さ
れ
た
が
、
川
上
氏
の
論
考
の

前
言
に
、
喜
闘
博
士
は
次
の
如
く
贔
部
雑
劇
の
問
題
を
提
起
さ
れ
て

お
ら
れ
る
。

　
　
「
品
部
雑
戸
の
事
は
、
我
が
社
会
史
上
、
特
に
我
が
賎
民
史
上
、
最
も
興

味
あ
る
、
且
つ
最
も
困
難
な
る
研
究
事
項
の
一
で
あ
る
。
余
聾
が
去
月
特
別

号
ま
で
発
行
し
て
之
が
研
究
を
試
み
特
殊
部
落
民
諸
源
流
中
の
主
な
る
も
の

は
、
実
は
こ
の
流
れ
を
汲
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
」

　
こ
の
博
士
の
提
言
が
、
そ
の
後
の
晶
部
灘
浜
研
究
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
こ
と
は
、
品
部
雑
戸
の
研
究
史
を
顧
み
る
な
ら
ば
何
人
も

認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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「
汝
等
負
姓
人
之
所
動
也
」
と
い
わ
れ
、
意
中
に
五
菜
の
一
た
る

陵
戸
と
共
に
規
定
さ
れ
た
雑
戸
は
い
う
に
及
ば
ず
、
比
較
的
一
般
良

民
に
近
い
と
い
わ
れ
る
品
部
さ
え
が
樵
る
場
合
に
は
漸
騰
視
さ
れ
る

徴
証
の
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
贔
部
雑
戸
の
研
究
は
正
に
賎
既
史

上
に
お
い
て
最
も
良
く
解
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
問
題
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
か
か
る
彼
ら
職
業
部
民
に
対
す
る
賎
視
観
念
が
、
令

制
に
お
い
て
は
じ
め
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
も
て
、
大
化
前

代
以
来
伝
統
的
に
培
わ
れ
て
き
た
身
分
意
識
で
あ
る
こ
と
も
、
わ
が

正
史
の
記
録
に
照
ら
し
て
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
，

　
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
か
か
る
わ
が
古
代
の
職
業
畏
に
対
す
る
賎

視
思
想
が
い
か
に
し
て
生
れ
た
の
か
、
そ
の
事
情
に
深
く
立
ち
い
ら

な
け
れ
ば
、
喜
田
博
士
の
さ
き
の
提
言
も
真
の
解
明
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
単
純
に
こ
れ
を
彼
ら
の
職
業
の
卑
し
さ
に

求
め
る
江
戸
時
代
酌
な
士
農
工
商
意
識
や
、
或
は
彼
ら
が
多
く
帰
化

人
で
あ
る
こ
と
に
求
め
る
異
人
種
蔑
視
観
で
は
何
ら
問
題
は
解
決
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
聞
題
は
し
か
く
簡
単
で
は
な

い
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
の
分
析
を
ま
っ
て
は
じ
め
て

明
ら
か
に
さ
れ
る
い
わ
ば
品
倉
皇
戸
制
研
究
の
終
着
駅
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
小
稿
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
余
り
強
調
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
大
化
前
代
の
品
部
制
と
令
制
品
部
雑
戸
制
の
体
制
上
の
質
的
な
絹

異
点
に
着
目
し
、
（
そ
の
場
含
唐
代
賎
鑑
の
一
た
る
雑
愚
詠
範
麟
の
導
入
と

い
う
事
実
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
の
だ
が
）
、
　
品
部
必
至
制
が
令
欄
下
に

負
わ
せ
ら
れ
た
社
会
的
機
能
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
磐
戸
が

改
新
の
部
民
解
放
で
良
民
身
分
を
獲
得
し
な
が
ら
、
何
故
に
卑
賎
の

民
と
胃
さ
れ
た
の
か
、
か
か
る
蔑
視
観
念
が
培
養
さ
れ
た
專
情
が
い

か
な
る
も
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
で

は
前
代
的
な
晶
部
鰯
が
止
揚
さ
れ
た
時
期
、
つ
ま
り
糞
垂
笹
戸
制
の

成
立
期
の
問
題
を
、
一
つ
は
、
晶
部
雑
戸
の
基
礎
的
資
料
た
る
鋼
記

の
成
立
事
情
か
ら
、
二
つ
は
他
の
諸
資
料
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
推
定

す
る
と
い
う
方
法
で
油
濃
し
、
第
二
章
で
は
右
に
の
べ
た
品
部
呼
野

制
の
機
能
を
主
と
し
て
別
記
の
記
述
を
中
心
に
令
の
規
定
な
ど
か
ら

明
確
に
し
ょ
う
と
す
る
竜
の
で
あ
る
。

　
概
本
古
代
の
研
究
史
上
、
品
部
雑
戸
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
の
長
い

研
究
の
成
果
に
拠
ら
ね
ば
一
歩
も
進
め
な
い
程
、
か
な
り
論
じ
尽
さ

れ
て
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
只
右
に
の
べ
た
如
き
私
の
問

題
音
心
識
に
い
く
ら
か
で
竜
妥
当
性
あ
り
と
し
、
諸
賢
の
高
教
を
得
る

こ
と
が
で
き
れ
隷
幸
甚
こ
れ
に
過
ぐ
る
竜
の
は
な
い
。
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品部雑戸制の再検講（狩野）

喘
　
品
三
巴
戸
制
の
成
立

　
　
　
　
　
一
　
別
記
の
成
立

　
こ
れ
ま
で
別
記
の
成
立
時
期
に
関
し
て
は
い
く
つ
か
の
仮
説
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。
植
松
考
算
氏
の
和
銅
六
年
か
ら
養
老
五
年
の
間
に

成
立
し
た
と
す
る
説
、
青
木
和
夫
氏
の
和
銅
六
年
か
ら
霊
亀
二
年
の

問
に
成
立
し
た
と
す
る
説
、
上
田
正
昭
氏
の
天
平
十
年
以
前
に
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
た
と
す
る
説
、
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
氏
共
に
こ
れ
に
は
慎

重
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
但
書
の
附
せ
わ
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
青
木
残
は
、
右
の
如
く
別
記
の
成
立
期
を
求

め
る
理
由
は
そ
れ
が
大
宝
令
の
附
属
法
令
で
あ
る
こ
と
と
は
別
問
題

で
あ
る
と
断
ら
れ
た
上
で
「
恐
ら
く
持
統
朝
に
で
き
た
原
案
に
幾
度

か
の
補
正
が
加
へ
ら
れ
た
の
ち
に
」
現
存
の
別
記
が
右
に
推
定
し
た

時
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
内

　
た
し
か
に
か
か
る
但
書
が
附
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
別
記
に
は

新
旧
錯
雑
し
た
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
国
名
の
表
記
法
に
し
て
も
、

倭
・
川
内
・
津
・
山
代
・
伊
岐
な
ど
の
旧
法
に
よ
る
と
お
も
わ
れ
る

も
の
が
あ
る
反
面
（
こ
れ
が
別
記
或
は
そ
の
引
用
書
作
成
者
の
恣
意
的
な

略
記
で
な
い
こ
と
は
後
述
）
紀
伊
・
河
内
な
ど
の
如
き
新
し
い
用
語
法

も
問
々
み
ら
れ
る
し
、
　
ま
た
賦
役
種
目
の
表
示
に
も
、
　
大
宝
令
以

後
に
は
存
し
な
い
「
役
」
な
る
税
目
が
頻
出
す
る
等
で
あ
る
。
　
と

こ
ろ
で
植
松
、
青
木
両
氏
が
別
記
成
立
の
上
限
年
代
を
和
銅
六
年

に
求
め
ら
れ
た
根
拠
は
、
別
記
典
薬
寮
乳
戸
五
十
戸
が
続
臼
本
紀
和

銅
六
年
五
月
丁
亥
条
の
「
始
令
山
背
鯛
麺
乳
牛
戸
五
十
戸
」
に
対
応

す
る
こ
と
を
も
っ
て
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
対
応
事
実
は
、
附
属

法
た
る
別
記
の
内
容
が
施
行
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
点
（
和
銅
六
年
）
に
溺
記
が
作
成
H
綱

定
さ
れ
た
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と

い
え
ば
或
は
施
行
を
み
ぬ
附
属
法
の
翻
身
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ

る
か
と
疑
わ
れ
る
向
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
改
新
以
後
養
老

令
編
纂
に
至
る
わ
が
古
代
の
法
典
整
備
の
過
程
で
、
当
時
の
為
政
者

た
ち
が
、
ど
れ
だ
け
法
運
用
に
習
熟
し
て
い
た
か
に
想
を
致
す
な
ら

ば
、
甚
だ
不
安
の
念
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
体
系
法
と
し
て
一

応
の
完
成
を
み
た
と
い
わ
れ
る
大
宝
律
令
に
つ
い
て
さ
え
施
行
後
十

年
に
し
て
、
　
「
張
設
律
令
、
年
男
元
久
突
、
翌
翌
行
一
二
、
不
能
難

行
」
（
続
紀
和
鋼
4
・
7
・
甲
浅
朔
）
或
は
ま
た
「
綱
法
以
来
、
年
月
嬉

野
、
未
熟
律
令
、
多
趣
過
失
」
（
同
和
釧
5
・
5
。
乙
酉
）
と
い
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
実
状
を
考
え
て
み
・
る
必
要
が
あ
る
。
つ
い
で
に
蛇
足
を
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加
え
る
な
ら
、
さ
き
の
和
銅
六
年
の
乳
牛
戸
五
十
戸
設
概
の
記
事
が
、

右
の
詔
勅
の
翌
年
で
あ
る
こ
と
竜
、
単
な
る
偶
然
で
な
い
か
も
し
れ

ぬ
。　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
附
属
法
た
る
別
記
の
作
成
年
代
を

確
定
す
る
の
に
、
明
法
家
の
注
釈
書
同
様
に
、
上
隈
下
限
法
を
適
用

す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
的
を
外
し
た
も
の
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
周

知
の
如
く
、
一
般
に
法
解
釈
事
た
る
集
解
諸
家
の
法
書
の
成
立
年
代

推
定
に
用
い
ら
れ
る
上
限
下
限
法
と
は
、
正
史
な
ど
に
よ
っ
て
知
ら
．

れ
る
あ
る
特
定
の
歴
史
事
実
を
、
該
当
の
注
釈
作
成
者
が
充
分
こ
れ

を
知
悉
し
た
上
で
令
条
智
力
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
を
確
め
、

認
知
し
て
お
れ
ば
そ
の
事
実
の
年
代
以
後
に
作
成
さ
れ
た
わ
け
だ
か

ら
、
こ
れ
を
そ
の
成
立
の
上
限
と
し
、
も
は
や
追
わ
ざ
れ
ば
こ
れ
を

下
限
と
し
て
、
そ
の
期
間
を
当
注
釈
書
の
成
立
年
代
と
す
る
と
い
う

研
究
方
法
で
あ
る
。
相
対
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

た
し
か
に
こ
の
方
法
は
、
法
解
釈
と
そ
れ
を
裏
付
け
る
慣
行
、
法
知

識
を
結
び
つ
け
る
こ
と
の
可
能
な
、
明
法
家
の
注
釈
書
の
成
立
を
究

明
す
る
場
合
に
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
附
属
診
た
る
別
記
の

成
立
を
検
討
す
る
方
法
と
し
て
は
問
題
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。
な
ぜ

な
ら
、
別
記
の
成
立
1
1
附
属
法
の
制
定
は
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
如

く
、
当
時
の
法
運
用
の
実
態
か
ら
し
て
必
ず
し
竜
法
の
舗
定
昆
施
行

発
布
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
従
っ
て
私
は
、
別
記
が
、
令
編
纂
の
過
程
で
ど
の
体
系
法
の
附
属

法
と
し
て
最
初
に
成
立
し
た
の
か
と
し
て
以
下
問
題
を
進
め
た
い
。

附
属
法
の
作
成
は
必
ず
し
も
体
系
法
の
編
纂
と
揆
を
一
に
す
る
屯
の

で
は
な
か
ろ
う
が
、
別
記
の
内
容
が
中
央
の
下
部
の
職
制
に
関
す
る

竜
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
法
典
撰
修
を
契
機
に
別
記
の
作
成

が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
現
存
別
記
全
て
が
［

時
に
成
立
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
後
に
述
べ
る
）
。

　
別
記
が
大
宝
令
の
附
属
法
令
で
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
滝
川
政
次
郎

氏
が
三
浦
周
行
氏
と
の
共
編
に
な
る
『
令
集
解
釈
義
』
（
昭
和
六
年
刊
）

の
中
で
提
唱
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
植
松
、
青
木
、
上
田
の
諸
氏
も

ま
た
別
記
を
大
宝
令
の
附
属
法
と
す
る
こ
と
に
同
意
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
根
拠
は
、
別
記
が
集
解
に
収
載
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
殆
ど
全
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
大
宝
令
の
注
釈
た
る
古
記
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
様
の
手
法
で
大
宝
令
附
属
虚
説
を
裏
付
け
る

資
料
な
ら
ば
、
喪
葬
令
集
解
先
皇
陵
条
古
記
が
、
別
記
を
引
用
す
る

に
当
っ
て
「
官
員
令
別
記
」
と
明
記
し
て
い
る
記
事
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
如
く
、
」
官
員
令
は
養
老
令
の
職
員
令
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③

に
対
す
る
大
宝
令
名
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
別
記
が
大
宝
令
制
下
に
実
効
力
を
有
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
と
、
別
記
が
大
宝
令

の
制
定
・
施
行
と
共
に
成
立
（
制
定
）
さ
れ
た
こ
と
と
は
、
自
ら
別

の
問
題
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
別
記
が
古
記
に
引
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
そ
れ
が
古
記
の
作
成
時
期
と
し
て
推
定
さ
れ
て
い
る
天
平

十
年
頃
以
前
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
ぬ
し
、
同
様
に

「
官
員
令
別
記
」
竜
、
こ
れ
が
古
記
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
お
も
え

ば
、
官
員
令
と
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
或
は
た
と
え
こ
の
場
含

の
官
員
令
が
別
記
制
定
当
時
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
官
［
員
令
な

る
令
名
が
大
宝
令
に
固
有
の
屯
の
で
あ
る
か
否
か
が
判
明
せ
ぬ
限
り

は
、
大
宝
令
附
属
法
喜
の
論
拠
に
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私

の
関
心
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
が
大
宝
令
の
附
属
法
で
あ
る
か
否
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

確
認
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
職
制
に
関
す
る
細
則
と
し
て
は
じ

ヤ
　
　
も

め
て
舗
…
定
を
み
・
た
の
は
、
大
宝
令
に
お
い
て
で
あ
る
の
か
、
或
は
そ

れ
と
も
浄
御
原
令
に
ま
で
も
遡
り
得
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
残
さ
れ
た
方
法
は
、
他
資
料
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
別
記
の
記
事

内
審
な
検
討
す
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
職
員
令
集
解
を
播
い
て
別
記
の
収
載
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
拾

う
と
、
e
一
括
し
て
諸
官
司
所
属
の
昂
部
動
勢
（
二
＋
条
）
、
⇔
神
紙

官
伯
職
掌
御
巫
条
、
⇔
神
舐
官
直
丁
条
、
画
雅
楽
寮
歌
人
歌
女
条
、

㈲
　
諸
陵
司
陵
戸
条
、
㈹
　
掃
部
司
正
職
掌
（
茨
田
葦
原
駈
使
丁
）
条
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
諸
条
に
み
え
る
、
別
記
に

特
徴
的
と
お
奪
わ
れ
る
用
語
を
い
く
つ
か
拾
っ
て
、
そ
の
成
立
期
の

推
定
に
役
立
て
た
嶋

　
ま
ず
第
一
に
、
さ
き
に
も
記
し
た
如
く
、
旧
法
に
よ
っ
た
と
3
3
買

わ
れ
る
国
名
の
表
現
法
で
あ
る
（
倭
・
川
内
・
津
．
山
代
．
傍
岐
な
ど
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
れ
は
し
か
し
福
尾
猛
市
郎
氏
の
如
く
、
集
解
写
本
の
簡
略
化
と
も

と
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
旧
法
に
よ
る
国
名
と
一
蓋
に
断
ず
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
充
分
な
論
証
は
不
可
能
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
国
号

に
佳
字
を
つ
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
宝
頃
を

境
に
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
、
単
に
字
体
の
略
化
と
の

み
解
し
て
よ
い
か
、
に
わ
か
に
断
定
し
難
い
事
情
の
あ
る
こ
と
を
注

　
　
　
　
　
⑤

還
し
て
お
こ
う
。

　
第
二
に
は
、
贔
部
雑
戸
に
関
し
て
別
寵
の
記
す
称
呼
と
、
養
老

令
の
本
文
の
名
称
と
で
、
相
異
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
両

者
に
お
い
て
、
そ
の
称
呼
を
異
に
す
る
も
の
を
挙
げ
る
と
次
表
の
如
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く
な
る
。

菅　狛　鷹　船　鼓　楽
済 養

更　　　　吹 老
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τ

衣五三鷹　船　大奈伎染色海養　守　角良楽
別

な　　戸戸　戸　吹笛・
ど　狛　　　　　　吹木
六　　人　　　　　　　登
色　　な

@ど
記

飼　雑　雑　染　漆 一
養

工供　興 老

丁戸戸戸逐 令

馬　鍛綱鵜錦　泥
@戸引飼綾　障

別

’甘　な　”織　　’

ど未江以　革
十醤属下　張
一　　　　五：

F　　　色
記

　
こ
れ
に
は
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。
一
は
膝
撃
や
雑
帯
革
の
如
く
、

別
記
が
細
目
称
呼
で
あ
る
の
に
対
し
、
養
老
令
が
総
括
的
な
一
般
的

な
名
称
を
用
い
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
工
は
爾
者
が
全
く
名
称
を
異

に
す
る
場
合
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
は
、
別
記
は
附
属
法
令
だ
か
ら
、

令
本
文
の
称
呼
を
具
体
的
…
個
別
に
記
録
し
た
に
す
ぎ
ぬ
と
も
と
れ
る

か
ら
、
比
較
の
対
象
に
な
り
得
な
い
と
す
る
難
な
く
、
今
は
こ
れ
を

保
留
し
て
お
く
。
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
青
木
和
夫
氏
は
両
者
の
差
異
を
、
相
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
矛

盾
と
解
し
、
養
老
令
の
制
定
（
養
老
二
年
）
に
至
っ
て
別
記
は
廃
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
必
ず
し
竜
そ
の
よ

う
に
と
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
附
属
法
令
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
体

系
法
と
用
語
上
に
相
異
の
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
先
に
の
べ
た
如
く
古
記
が
別
記
を
引

用
し
て
晶
部
三
戸
の
注
記
を
試
み
た
こ
と
自
体
が
、
天
平
十
年
の
当

時
に
別
記
が
尚
効
力
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い

か
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
、
別
記
の
成
立
を
論
ず
る
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
養
老
令
と
別
記
の
名
称
相
異
は
、
少
く
と
も
養
老
令
の
綱

定
に
さ
き
だ
っ
て
、
別
記
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
大
宝
令
の
称
呼
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
全
く
養
老

令
と
同
じ
き
・
も
の
で
あ
っ
た
か
。
悪
女
資
料
的
に
困
難
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
調
査
し
た
結
果
を
示
そ
う
。
こ
の
場
合
古
記
の
注
釈
が
有
効

な
の
だ
が
、
職
員
令
贔
部
雑
戸
に
関
す
る
古
記
は
、
全
て
別
記
の
引

用
を
も
つ
て
終
っ
て
い
る
か
ら
、
他
の
令
に
つ
い
て
調
べ
る
必
要
が

あ
る
。
鼓
吹
戸
、
守
口
は
、
職
員
令
以
外
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。
船

戸
は
、
主
船
司
集
解
で
別
記
を
引
用
し
て
い
る
の
は
令
釈
の
み
で
、

古
記
が
収
載
さ
れ
て
い
な
い
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
営
繕
令

有
官
船
条
集
解
に
は
古
記
の
注
記
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
’

条
文
中
の
船
戸
に
関
し
て
は
沈
黙
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
或
は
大

40　（876）



品部雑戸制の再検討（狩野）

宝
令
に
は
存
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
乳
な
い
が
、
そ
れ
を
確
証
す
る

資
料
に
欠
け
る
故
に
何
と
も
い
え
な
い
。
馬
飼
に
関
し
て
は
、
雲
斎

と
い
い
、
副
管
と
い
い
、
或
は
馬
甘
と
い
い
、
文
字
面
は
区
々
で
あ

る
が
、
そ
の
訓
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
す
べ
く
、
恣
意
的
な
文
字
の
借

用
と
も
お
屯
わ
れ
る
か
ら
、
検
討
外
に
し
て
お
こ
う
。
さ
き
の
鼓
吹

戸
、
鷹
戸
に
つ
い
て
は
、
続
紀
紳
亀
三
年
八
月
思
恋
の
「
定
鼓
吹
戸

三
百
戸
、
鷹
戸
十
戸
」
を
使
っ
て
、
大
宝
令
に
お
い
て
も
、
養
老
令

と
同
じ
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
別
記
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
鼓
吹
戸
は
職
員
令
に
よ
る
と
、
鉦
鼓
と
角
吹
を
も
つ
て
、

兵
事
喪
葬
儀
侯
な
ど
に
動
員
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
別
記
の
大
角

吹
二
百
十
八
戸
に
は
、
文
字
通
り
鉦
鼓
隊
は
入
ら
な
い
わ
け
だ
か
ら

古
記
が
別
記
の
大
角
吹
の
み
を
引
用
し
て
、
鉦
鼓
の
む
と
を
い
わ
ぬ

の
は
お
か
し
い
と
考
え
る
な
ら
、
大
宝
令
で
竜
大
角
吹
の
称
呼
が
通

用
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
為
過
の
こ
と
は
地
方
軍
団
関

係
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
養
老
軍
防
令
私
家
里
雪
条
と
殆
ど
同

内
容
を
も
つ
も
の
が
、
天
武
紀
十
四
年
十
一
月
丙
午
詔
に
み
え
て
い

る
こ
と
、
こ
れ
が
浄
業
原
令
の
条
文
で
あ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
も
、

地
方
軍
団
の
器
侯
の
整
備
は
、
中
央
兵
部
省
の
そ
れ
と
共
に
併
行
し

て
行
わ
れ
た
と
考
え
る
か
ら
、
担
当
贔
部
の
大
角
吹
の
設
躍
は
或
は

天
武
朝
に
さ
か
の
ぼ
り
得
る
や
漏
し
れ
な
い
。

　
従
っ
て
大
宝
令
の
昂
部
品
戸
の
称
呼
に
は
確
固
た
る
徴
す
べ
き
資

料
は
見
当
ら
な
い
が
、
別
冊
の
記
事
に
は
大
宝
令
以
前
に
さ
か
の
ぼ

り
得
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
第
三
に
、
品
部
磐
戸
な
ど
の
特
種
労
役
に
対
す
る
免
除
規
定
中
の

賦
役
名
辞
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
そ
こ
に
は
調
・
庸
・
役
・
雑
記
と
い

う
四
種
の
単
独
密
生
及
び
祷
役
（
籍
）
・
課
役
の
複
合
税
欝
が
承
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
役
を
除
い
て
は
、
い
ず
れ
も
大
宝
令
糊

下
の
賦
役
称
呼
と
し
て
存
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
別
寵
が
大
宝
令

施
行
時
に
そ
の
附
属
法
と
し
て
効
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
矛
盾
し

な
い
が
、
大
宝
賦
役
令
で
は
理
解
で
き
ぬ
の
が
役
な
る
賦
役
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
最
近
の
研
究
で
漸
く
明
確
に
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

も
し
、
大
宝
令
の
歳
役
条
が
養
老
賦
役
令
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
な

ら
ば
、
年
十
鼠
の
理
性
紅
京
力
役
と
い
う
実
役
徴
収
は
大
宝
令
制
下

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
養
老
令
で
は
力
役
の
代
納
物

た
る
意
味
し
か
も
た
ぬ
庸
賦
物
納
徴
収
が
大
宝
令
に
あ
っ
て
は
正
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
歳
役
と
し
て
專
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
別
記
の
役
を
養
老
令
の
歳
役
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
え
ば
、
さ
き
に
も
の
べ
た
如
く
、
別
記
が
養
老
令
制
定
に
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さ
き
だ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
結

び
つ
け
て
別
記
の
役
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
れ
な
ら
ば
別
記
の
役
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
か
。
こ
こ
に

注
目
す
べ
き
事
実
は
、
庸
一
物
納
綱
が
成
立
し
た
の
は
大
宝
令
下
に

お
い
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
浄
御
丁
令
に
お
い
て
は
、
実
役
徴

収
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
紀
、
続
紀
に
つ
い

て
大
化
以
後
奈
良
朝
に
至
る
租
税
表
示
例
を
拾
う
な
ら
ば
、
大
宝
元

年
を
境
に
役
と
庸
が
戯
然
と
分
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
か
ら
で

あ
る
。
養
老
令
の
歳
役
条
で
別
記
の
役
を
性
格
づ
け
る
こ
と
が
で
き

ぬ
以
上
、
ま
た
別
記
の
成
立
が
大
宝
令
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
得
る
可

能
性
も
ま
た
存
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
役
こ
そ
、
別
記
の
役
を

説
明
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
別
記
に
も
庸
の
み
え
る
こ
と
は
さ
き
に
も
指
摘
し
た
如
く
で
あ
る

が
、
庸
を
含
む
も
の
が
品
部
の
狛
戸
の
一
部
及
び
百
済
戸
の
一
部
の

僅
か
二
例
で
あ
る
の
に
対
し
、
役
が
免
役
規
定
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合

は
、
　
（
晶
部
）
鼓
吹
戸
（
大
角
吹
）
な
ど
の
七
種
、
　
（
雑
戸
）
造
丘
ハ
司
雑

工
戸
な
ど
の
四
種
及
び
御
巫
、
祝
部
の
十
薫
例
の
多
き
を
計
え
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
別
記
の
内
容
が
全
て
大
宝
令
前
に
さ
か
の
ぼ
り

う
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
か
な
り
の
部
分
が
、
大
宝
令

以
前
に
成
立
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
他
の
税
臼
す
な
わ
ち
調
・
雑
書
・
屡
屡
・
課
役
に
つ
い
て
は
ど
う

で
あ
ろ
う
。
別
、
記
の
制
定
が
、
中
央
職
制
に
関
す
る
附
属
法
と
し
て
、

体
系
法
の
撰
修
を
契
機
に
促
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
　
（
そ
の
こ

と
は
現
存
閣
記
の
一
部
が
比
較
的
短
い
一
時
期
に
作
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
）
を
前
提
に
し
て
、
　
右
の
賦
役
種
磨
が

大
宝
令
以
前
に
既
に
存
し
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
さ
き
に

役
↓
庸
…
の
転
換
が
大
宝
令
を
境
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
別

記
の
大
宝
令
以
前
成
立
説
を
推
す
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。　

大
化
工
年
正
月
謝
で
旧
の
賦
役
を
罷
め
て
「
田
之
調
」
　
「
戸
別
之

調
」
を
定
め
同
年
八
月
に
「
亭
亭
再
調
」
に
改
め
ら
れ
た
と
い
う
調

に
つ
い
て
は
、
資
料
的
な
信
単
性
は
問
題
に
し
て
も
、
大
化
後
か
な

り
早
い
時
期
に
成
立
し
た
と
す
る
こ
と
に
大
方
の
異
議
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
雑
樒
は
い
か
に
。
こ
の
正
史
上
の
初
見
が
持
統
紀
六
年
五
月

庚
午
条
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
浄
翠
雲
朝
廷
令
に
大
化
以
後
は
じ
め
て

後
に
み
る
如
き
賦
役
体
系
が
成
立
し
た
と
お
・
も
わ
れ
る
こ
と
な
ど
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
持
統
朝
（
浄
乙
原
令
）
成
立
の
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。
（
ク
サ

グ
サ
ノ
ミ
ユ
キ
の
訓
を
附
す
持
統
朝
の
雑
篠
が
、
大
宝
・
養
老
舎
の
如
く
、
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中
央
の
歳
役
、
雇
役
に
対
す
る
地
方
力
役
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
か
否

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

か
は
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
）
。
徳
役
の
初
見
は
朱
鳥
元
年
七
月
壬
寅

に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
ミ
ユ
キ
の
訓
を
附
す
儒
役
が
大
宝
・
養
老
令

の
如
く
、
庸
…
（
役
）
と
雑
億
の
複
合
語
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問

で
あ
る
が
、
別
記
の
徳
役
を
か
か
る
性
格
の
賦
役
名
匿
で
あ
る
と
断

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
存
し
な
い
以
上
、
こ
れ
も
ま
た
別

記
の
成
立
を
大
宝
令
前
に
求
め
る
と
す
る
さ
き
の
推
論
と
矛
盾
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
課
役
も
、
大
宝
・
養
老
令
の
正
統
的
な
理
解
で
は
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

庸
雑
樒
を
意
味
す
る
こ
と
、
既
に
指
摘
さ
れ
で
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、

エ
ツ
キ
の
訓
を
も
ち
、
　
ミ
ツ
ギ
（
調
）
と
一
貫
チ
（
役
）
の
合
成
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
し
て
の
課
役
な
ら
ば
、
天
武
。
持
統
紀
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る

か
ら
、
催
役
同
様
、
別
記
の
課
役
を
大
宝
令
以
後
の
用
法
で
解
釈
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
問
題
が
一
つ
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
現
存
別

記
の
記
事
内
容
の
資
料
的
信
頼
度
が
確
認
さ
れ
ぬ
限
り
、
以
上
の
考

察
は
砂
上
の
楼
閣
の
難
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
誤
記
或
は
略
記
．

の
可
能
性
と
し
て
は
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
は
集
解
写
本

の
誤
写
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
論
外

に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
但
し
新
訂
増
補
の
国
史
大
系
本
に
よ
る
限
の
、

さ
き
の
用
語
に
関
し
て
は
一
箇
所
も
現
存
異
本
間
に
く
い
ち
が
い
の

な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
別
記
の
記
事
に
写
本
転
記

の
場
合
に
著
し
く
誤
電
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
よ
う
。
第
二
に
は
、
別
記
↓
古
記
↓
集
解
の
転
載
過
程
で
起

る
文
字
の
略
化
及
び
誤
字
で
あ
る
。
例
え
ば
、
さ
き
の
推
論
の
重
要

な
根
拠
と
し
て
使
っ
た
役
な
ど
に
は
、
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
儒
が
あ

る
。
こ
の
実
例
を
挙
げ
る
と
、
服
役
法
、
所
在
地
を
全
く
同
じ
く
す

る
内
蔵
…
寮
の
再
撃
手
部
・
百
済
戸
と
大
蔵
省
の
そ
れ
に
つ
い
て
そ
の

課
役
免
除
を
み
る
と
、
前
者
が
調
催
免
で
あ
る
の
に
対
し
て
後
者
は

　
も門

役
免
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
品
部
置
戸
の
課
役
免
除
が
彼
ら
の

労
役
の
反
対
給
付
た
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
或
は
両
者
の
い

ず
れ
か
が
誤
記
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
も
と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
集
解
写
本
の
誤
字
と
す
る
な
ら
ば
駁
す
る
余
地
は
な
い
が
、
古
記

及
び
集
解
編
者
の
誤
記
と
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
字
句
の
解
釈
に
は

必
要
以
上
の
関
心
を
竜
つ
筈
の
明
法
家
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
役
と

俵
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
が
若
し
別
種
の
税
を
示
す
用
語
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
税
種
に
厳
密
で
な
い
筈
が
な
い
か
ら
、

か
か
る
見
解
に
は
に
わ
か
に
従
い
難
い
の
で
あ
る
。
況
、
大
室
令
施

行
に
お
い
て
役
↓
庸
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
た
事
惜
を
考
慮
し
、
葉
解
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古
記
の
注
解
に
実
役
を
意
味
す
る
役
が
全
く
見
当
ら
な
い
こ
と
を
お

　
　
⑫

も
え
ば
、
旧
法
に
よ
る
税
称
「
役
」
を
注
意
深
く
写
し
と
っ
た
に
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に
役
と
樒
の
紛
ら
わ
し
い
こ
と
、
実
際
に
そ

れ
を
示
す
例
の
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
が
、
別
記
の
用
例
で
は
役
十
三

例
に
対
し
、
徳
五
例
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
竜
、
役
↓
儒
は
あ
り
得

て
も
、
揺
認
役
の
可
能
性
は
少
い
と
い
う
べ
く
、
そ
う
と
す
れ
ば
、

別
記
の
大
宝
令
前
成
立
を
推
す
私
冤
の
根
拠
た
る
役
の
用
例
を
増
す

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
よ
っ
て
別
記
の
内
容
が
大
宝
令
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
得
る

可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
宝
令
前

の
い
つ
に
求
め
る
か
と
す
れ
ば
、
天
武
持
統
朝
が
最
も
適
当
で
あ
る

こ
と
竜
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
推
定
し
て
み
た
の
だ
が
、
か
か
る
私

の
推
論
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
別
記
に
登
載
さ
れ
て
い
る
一

部
・
雑
戸
・
御
巫
・
祝
部
等
々
の
各
々
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
令
綱
申

央
機
樽
の
中
に
編
成
さ
れ
て
き
た
時
期
を
節
を
あ
ら
た
め
て
考
察
し

よ
う
。

①
　
植
松
「
律
令
翻
に
於
け
る
三
部
雑
戸
の
由
来
と
大
化
改
新
」
（
『
史
観
』

　
一
九
）
、
　
上
田
「
品
素
馨
戸
の
展
開
過
程
」
　
（
『
部
落
問
題
研
究
』
三
）
、

　
青
木
「
雇
役
制
の
成
立
e
」
　
（
『
史
学
雑
誌
』
六
七
ノ
三
）

②
　
多
く
ほ
「
古
寵
及
釈
云
、
別
記
藪
」
或
は
「
古
記
云
、
鼠
壁
、
別
記
云
」

　
と
い
う
か
た
ち
で
引
用
さ
れ
る
も
の
が
大
半
を
占
め
る
が
、
そ
れ
以
外
の

　
形
式
を
示
せ
ば
、

（り）㈲Gう←う㈹←ウの（ロ）（d）こ
の
中
、

ス
を
考
え
る
な
ら
闇
…
題
は
な
か
ろ
う
。
◎
の
困
別
記
も
古
酒
記
が
引
幕
．
し
て
い

る
と
し
て
よ
く
、
①
の
別
記
以
下
（
釈
引
矯
）
と
古
記
以
下
の
黒
谷
は
殆

ど
等
し
い
か
ら
、
古
記
は
別
記
を
み
て
、
露
い
た
も
の
と
し
て
よ
い
。
こ

の
際
問
題
に
な
る
の
は
、
　
㈹
、
爾
W
で
あ
る
が
、
㈲
は
「
釈
云
、
別
記
云
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

鵜
飼
、
滑
七
戸
、
山
人
八
十
七
戸
、
網
引
百
五
十
戸
、
右
三
色
人
等
、
経

む年
毎
丁
役
、
為
品
部
、
免
調
薬
、
運
輸
幽
雅
、
一
番
役
十
丁
、
為
品
部
、

　
　
　
　
む
　
　
ゆ

免
雑
筏
、
毎
年
以
下
古
記
無
別
」
と
あ
り
、
「
毎
年
」
を
前
文
で
探
す
と

「
経
年
」
で
あ
ろ
う
か
ら
、
或
は
鵜
飼
・
涯
人
・
網
引
の
戸
数
、
称
呼
に

つ
い
て
、
別
記
と
古
記
と
で
相
異
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
別
詑
が
古

記
に
部
分
的
に
し
ろ
引
翔
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
要
視
す
れ
ば
、
一
般
の

例
に
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
残
っ
た
の
が
㈱
　
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
こ

「
古
記
云
別
記
云
…
…
以
上
釈
無
別
…
…
」
　
（
染
戸
）

．
「
釈
云
別
記
云
…
…
1
以
下
古
記
士
別
」
　
（
雑
浮
戸
）

「
釈
云
別
記
云
…
…
古
詑
無
別
」
　
（
紙
戸
）

「
釈
云
…
…
、
古
記
云
…
…
別
記
云
…
…
」
　
（
楽
戸
）

「
別
記
及
釈
去
…
…
」
　
（
船
戸
）

「
釈
云
…
…
別
記
云
…
…
、
古
記
云
別
記
云
…
…
」
　
（
御
巫
）

「
讃
云
…
…
、
或
云
古
記
鴛
別
記
云
…
…
」
　
（
神
薬
直
丁
）

「
古
記
云
別
記
云
…
…
」
　
（
陵
戸
）

「
釈
云
…
…
別
記
云
…
…
、
古
記
云
…
…
扁
　
（
大
蔵
掃
部
司
）

　
ω
、
の
、
8
、
㊥
、
㈲
は
別
記
↓
古
記
↓
（
釈
）
の
転
載
コ
ー
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こ
に
古
記
が
な
い
の
か
詳
ら
か
に
で
き
な
い
。
或
は
船
戸
は
大
宝
令
翼
下

　
に
は
存
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
明
ら
か
で
な
い
。
（
本
交
参
照
）

③
職
員
令
集
解
認
証
穴
記
、
続
紀
慶
雲
2
・
4
・
丙
寅
翼
突
。

④
　
福
尾
「
愚
部
と
門
戸
の
差
異
に
つ
い
て
漏
（
京
大
読
史
会
『
国
史
論
集
』
e
）

⑤
　
続
｝
紀
大
宝
－
・
－
・
丁
酉
に
山
代
と
あ
り
、
以
後
の
用
例
は
全
て
山
北
同

　
で
あ
る
こ
と
な
ど
。

⑥
　
青
木
「
雇
役
制
の
成
立
」
e
。

⑦
青
木
同
右
稿
。
平
野
邦
雄
「
大
宝
・
養
老
両
令
の
歳
役
に
つ
い
て
」

　
（
『
九
州
工
大
研
究
報
告
』
第
五
野
）
は
、
条
文
内
晶
谷
は
大
宝
令
と
養
老
ム
η
で

　
差
異
な
い
と
す
る
が
、
実
質
的
に
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
実
役
で
は
な
く
し

　
て
、
要
物
徴
収
で
あ
る
と
す
る
点
で
青
木
説
と
共
逸
す
る
。
し
か
し
最
近

　
長
山
泰
孝
氏
が
「
歳
役
制
の
一
考
察
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
ニ
七
号
』
）
に
お
い

　
て
青
木
・
平
野
説
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
、
慶
雲
三
年
絡
を
導
燈
視
さ

　
れ
、
大
宝
令
歳
役
に
は
、
物
納
徴
収
の
他
に
力
役
徴
収
の
含
ま
れ
て
い
る

　
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
見

　
解
で
あ
る
が
、
長
山
氏
も
認
め
ら
れ
る
如
く
、
大
宝
令
以
後
に
お
い
て
は

　
歳
役
の
表
示
に
役
が
摺
い
ら
れ
る
の
は
　
般
酌
で
は
な
い
か
ら
、
実
質
的

　
な
力
役
を
示
す
別
記
の
役
を
大
宝
令
歳
役
で
解
釈
す
る
の
は
無
理
で
あ
ろ

　
㌻
）
。

⑧
　
溜
出
前
掲
稿
参
照
。

⑨
　
雑
筏
が
大
宝
・
養
老
令
の
理
解
で
、
そ
の
差
点
が
国
司
の
権
隈
に
委
ね

　
ら
れ
る
地
方
の
役
た
る
こ
と
は
、
続
紀
天
平
宝
字
元
年
の
有
名
な
雑
量
減

　
半
の
詔
な
ど
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
浄
島
原
令
の
そ
れ
に
つ
い

　
て
、
か
よ
う
な
性
格
の
筏
役
で
あ
っ
た
か
を
疑
う
理
由
は
、
濠
御
前
降
下

　
の
雑
纂
の
用
例
（
持
統
6
・
5
・
庚
午
条
、
周
8
・
3
・
己
亥
条
、
交
武

　
1
・
8
・
庚
辰
条
）
を
検
討
す
る
と
、
雑
籍
が
三
役
調
と
同
様
の
賦
役
的

　
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
復
除
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る
。
特
定
戸
に
対
し

　
て
一
定
期
限
の
雑
揺
を
免
じ
、
或
は
一
郡
、
全
国
に
一
年
間
の
雑
〃
楢
を
復

　
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
も
し
そ
れ
が
泥
亀
が
そ
の
徴
発
権
を
恣
に
す
る

　
地
方
的
な
力
役
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
有
り
得
ぺ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
は

　
な
い
か
。
実
際
、
大
宝
令
以
後
の
雑
篠
免
除
例
を
続
紀
に
つ
い
て
調
査
す

　
る
な
ら
、
租
庸
…
調
の
玉
除
が
年
・
巾
・
華
華
の
’
類
く
夢
の
ら
ゆ
る
機
会
に
行
わ
れ

　
る
の
に
対
し
、
そ
の
置
数
極
め
て
蜷
か
（
十
例
）
で
あ
っ
て
、
而
も
そ
の

　
復
除
の
対
象
は
特
定
戸
に
限
ら
れ
、
爾
も
特
種
な
ケ
ー
ス
に
し
ぼ
ら
れ
て

　
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
し
か
し
大
宝
令
以
後
の
雑
徳
の
力
役
約

　
性
格
か
ら
し
て
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
ク
サ
グ
サ
ノ
ミ
ユ
キ
の
譜
を
附
す

　
三
組
原
令
の
雑
筏
は
、
未
だ
地
方
力
役
に
固
定
化
し
な
い
中
央
政
府
の
差

　
発
下
に
あ
っ
た
力
役
と
考
ら
れ
ま
い
か
。
雑
篠
に
関
す
る
古
記
の
分
類
の

　
意
味
も
含
め
て
別
置
を
予
定
し
て
い
る
。

⑳
　
賦
役
令
集
解
水
早
条
の
諸
法
象
の
解
釈
を
参
毒
せ
よ
。
曾
我
部
静
雄

　
「
唐
令
及
養
老
令
に
見
ゆ
る
聖
日
と
不
課
口
」
（
『
史
林
』
二
九
の
｝
）
、

　
同
「
篠
役
と
課
役
と
復
除
」
（
『
吏
林
』
三
一
の
一
）
、
仁
井
寒
露
「
唐
律

　
命
上
の
課
役
側
度
」
（
『
史
学
雑
誌
』
五
六
の
三
）
滋
賀
秀
三
門
課
役
の
意

　
味
及
沿
革
L
（
『
瞬
家
学
会
雑
誌
』
六
三
の
十
、
十
一
、
十
二
）
な
ど
。

⑪
天
武
2
・
3
・
斜
影
、
天
武
6
・
9
・
己
酉
、
天
武
！
0
・
8
・
荘
子
、

　
天
武
n
・
！
・
丙
午
、
天
武
1
4
・
7
・
辛
未
、
持
統
4
・
1
0
・
乙
丑
、
持

　
統
8
・
1
0
・
庚
午
な
ど
。

⑫
　
賦
役
全
集
解
古
記
の
注
記
を
調
査
す
る
と
、
　
…
箇
所
だ
け
舎
人
史
生
条

45　（881）



　
に
「
問
、
内
外
初
位
分
番
上
下
若
為
処
分
、
讐
、
鞭
課
免
役
」
が
み
え
る

　
が
、
課
役
の
役
が
大
宝
令
制
下
で
艦
穴
役
を
轟
葱
味
せ
ぬ
こ
と
は
本
文
で
の
べ

　
た
適
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
湾
上
制
の
成
立

　
近
時
の
研
究
に
よ
っ
て
漸
く
持
統
朝
の
律
令
制
確
立
史
上
の
位
置

が
明
確
に
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
当
面
別
記
の
成
立
を
論
じ
よ
う
と

す
る
私
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
持
統
朝
の
法
令
た
る
父
御
原
意
の
内

容
が
開
拓
さ
れ
て
い
る
事
実
に
注
目
し
た
い
。
大
宝
令
が
浄
御
尋
令

を
准
正
し
た
こ
と
か
ら
し
て
、
両
港
に
さ
し
た
る
相
異
点
が
あ
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
ぬ
が
、
最
近
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
ω
戸
籍
六
年

一
造
制
、
㈹
官
位
相
当
制
、
③
賦
役
体
系
、
㈱
軍
団
制
等
の
律
令
体

制
の
中
軸
部
分
が
、
浄
御
宇
令
に
お
い
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
あ
る
こ
と
が
明
白
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
必
然
近
江

令
の
存
否
の
問
題
を
ひ
き
起
し
、
中
田
薫
氏
の
近
江
心
胆
定
説
が
一

つ
の
有
力
な
仮
説
と
し
て
漸
く
学
界
に
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
き
て

い
る
。
私
も
先
学
の
膜
尾
に
付
し
て
体
系
法
と
し
て
の
近
江
令
の
存

在
を
疑
う
も
の
で
あ
る
が
、
か
く
い
う
の
に
は
多
く
の
論
証
を
必
要

と
し
よ
う
し
、
今
は
た
だ
以
下
の
論
述
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
明
ら
か
に
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

　
当
面
の
警
部
雑
戸
制
の
成
立
を
論
ず
る
場
合
に
も
、
こ
れ
と
同
義

の
附
属
法
た
る
別
記
の
制
定
時
期
を
、
浄
御
書
令
の
時
期
に
求
め
る

こ
と
は
さ
し
て
不
当
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
さ
き
の
研
究
成
果
を

勘
案
す
る
な
ら
ば
、
大
化
以
来
の
政
治
課
題
を
解
決
し
、
旙
大
な
中

央
官
僚
を
組
織
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
持
統
朝
に
し
て
は
じ
め
て
、

贔
部
雑
戸
制
の
編
成
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

以
下
諸
資
料
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
雑
戸
の
初
見
は
、
即
断
大
宝
元
年
八
月
丁
未
条

（
大
倭
国
熱
海
郡
三
田
首
芳
野
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
大
宝

令
の
施
行
が
大
宝
二
年
で
あ
る
な
ら
ば
、
雑
戸
の
称
呼
が
す
で
に
大

宝
令
に
先
立
っ
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
後
述
の
如

く
、
東
部
雑
軍
制
が
大
化
前
代
の
品
部
制
と
異
な
る
点
は
、
唐
車
賎

民
の
ぞ
る
雑
轟
撃
導
入
し
て
・
そ
れ
を
中
核
に
前
代
職
蓋

民
の
編
成
を
行
っ
た
点
に
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
新
し

い
性
格
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
正
史
に
初
め
て
あ
ら
わ
れ
る
の

が
、
右
の
記
事
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
資
料
は
、
大
宝
令
前
に
雑

戸
の
存
在
を
論
証
で
き
て
も
、
書
紀
と
続
紀
の
記
事
内
容
の
相
違
に

注
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
上
限
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
正
に
雑
魚
の
成
立
期
の
上
限
を

示
し
、
右
の
資
料
を
内
容
的
に
裏
付
け
て
く
れ
る
の
が
、
つ
ぎ
に
掲
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げ
る
続
紀
の
記
事
で
あ
ろ
う
。

　
讃
岐
守
正
五
位
下
大
伴
宿
禰
道
足
等
言
、
部
下
寒
川
郡
人
物
部
織
工
廿
六
人
、

庚
午
以
野
並
貫
良
人
、
但
庚
寅
校
籍
之
時
、
誤
渉
獣
帯
之
色
、
自
加
覆
察
、

就
令
自
理
、
支
謹
的
然
、
已
得
明
雪
、
自
豚
郵
亭
、
未
貫
籍
貫
、
故
皇
子
命

宮
、
塗
括
飼
丁
早
使
、
誤
認
乱
等
野
飼
船
艦
、
於
理
斜
影
、
何
足
愚
擦
、
活

餌
良
臣
、
許
之
（
続
紀
和
銅
6
・
5
・
甲
戌
）

　
こ
の
資
料
は
わ
れ
わ
れ
に
雑
戸
に
関
し
て
種
々
な
こ
と
を
示
し
て

く
れ
る
が
、
就
中
い
ま
重
要
な
こ
と
は
、
0
或
る
半
幅
の
編
成
が
庚

寅
年
籍
時
即
ち
浄
御
原
令
施
行
後
最
初
の
造
籍
年
（
持
統
四
年
）
に
行

わ
れ
た
こ
と
、
⇔
置
戸
に
編
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
般
良
民
戸
籍
か

ら
の
除
籍
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
e
は
雑
巾
編
成
の
上

限
が
持
統
四
年
の
浄
御
捻
令
施
行
直
後
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
。
勿
論
讃
岐
の
物
部
某
以
下
が
飼
丁
に
さ
れ
た
こ
と
を
も

っ
て
、
雑
輩
一
般
の
最
初
の
編
成
が
、
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
と
す

る
こ
と
は
、
資
料
の
拡
大
解
釈
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
点
は
、
養
老

（
大
宝
）
戸
令
造
戸
籍
条
に
、
雑
戸
に
は
陵
戸
と
共
に
特
別
戸
籍
が

作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
み
え
、
次
章
で
み
る
如
く
、
黒
戸
を
痛
部

と
区
別
し
、
風
戸
制
の
重
要
な
特
性
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
特
殊
戸

籍
編
成
が
、
す
で
に
持
統
朝
の
慰
服
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま

た
造
籍
年
と
雑
戸
編
成
が
密
接
不
離
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な

ど
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
戸
籍
六
年

　
　
　
④

一
造
制
が
確
立
し
た
崩
御
原
令
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
、
薄
墨
編

成
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
は
い
ま
い
か
。
こ
の
際
、
続

紀
に
み
え
る
十
古
例
の
雑
戸
解
放
の
年
が
、
造
籍
年
・
の
前
年
に
あ
た

っ
て
い
る
亀
の
の
多
い
こ
と
も
そ
れ
を
傍
証
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
資
料
は
正
し
く
雑
戸
制
（
そ
れ
は
ひ
い

て
は
晶
部
雑
戸
調
で
も
あ
る
が
）
の
起
源
を
示
し
て
い
る
屯
の
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
三
に
、
品
部
雑
戸
の
統
率
官
た
る
伴
部
が
最
初
に
資
料
に
登
場

す
る
の
は
、
や
は
り
持
統
紀
で
あ
る
。
持
統
紀
五
年
十
一
月
丁
酉
条

の
神
部
が
そ
れ
で
あ
る
。
神
部
が
警
部
た
る
こ
と
は
、
書
紀
の
古
訓

が
「
カ
ム
ト
モ
ノ
オ
」
で
あ
り
、
神
都
官
の
構
成
か
ら
し
て
も
主
部

の
位
置
に
あ
り
、
そ
の
職
掌
が
「
宮
内
雑
事
」
、
　
し
か
も
集
解
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

説
が
名
負
色
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
や
や
特
異
な
学
部
一
例
を
も
つ
て
、
贔
部
一
般
が
持
統
朝
に
成

立
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
屯
し
れ
ぬ
が
、
そ
の
下
級
官
た

る
性
格
か
ら
し
て
、
伴
部
が
続
紀
以
下
に
も
登
揚
し
て
く
る
例
は
極

め
て
稀
で
あ
り
、
し
か
屯
特
殊
な
門
部
・
物
部
・
馬
部
な
ど
に
限
ら
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⑥

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
神
部
の
資
料
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　
第
四
に
、
品
部
雑
戸
と
共
に
別
記
に
収
載
さ
れ
て
い
る
御
巫
、
祝

部
に
つ
い
て
、
か
か
る
神
聖
に
関
す
る
下
部
の
職
綱
が
綱
度
的
に
確

立
し
た
時
期
を
検
討
し
て
み
た
い
。
　
御
巫
に
つ
い
て
は
（
六
国
史
上

の
初
見
は
続
紀
天
平
9
・
8
・
甲
寅
）
製
出
畳
神
名
式
の
宮
中
神
滑
繋
駕
の

筆
頭
に
、
神
祇
官
西
院
坐
御
巫
等
祭
神
廿
三
座
の
祭
杷
を
掌
る
も
の

と
し
て
、
御
巫
、
座
面
巫
、
御
門
巫
、
生
嶋
座
を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
別
記
の
御
巫
の
五
人
の
内
訳
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
「
倭
国

座
二
口
、
左
京
生
嶋
一
口
、
右
京
坐
摩
一
口
、
御
門
一
口
」
に
相
当

す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
朝
廷
の
祭
祀
と
し
て
誓
い
伝
統
を
も
つ
こ

と
は
疑
な
い
が
、
天
武
・
持
統
紀
に
神
祇
の
祭
祀
、
諸
社
へ
の
奉
幣
、

神
社
の
修
理
等
の
記
事
が
充
満
し
て
い
る
こ
と
を
参
照
に
す
れ
ば
、

御
巫
を
含
め
て
宮
廷
の
祭
祀
が
整
備
さ
れ
た
時
期
を
天
武
持
統
期
に

求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
尚
、
右
の
御
巫
に
関
す
る

別
記
の
記
事
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
延
喜
式
で
は
大
内

裏
の
手
淫
官
に
麗
ら
れ
る
生
嶋
、
坐
摩
の
二
神
が
、
別
記
で
は
右
京
、

左
京
に
各
課
置
か
れ
た
と
あ
る
が
、
左
、
右
京
の
別
が
で
き
た
の
は
、

喜
田
貞
吉
氏
に
よ
る
と
大
宝
令
施
行
以
後
の
藤
原
京
に
お
い
て
で
あ

⑦る
。
書
紀
、
続
紀
を
通
し
て
み
る
に
、
　
「
京
職
」
或
は
「
京
魚
層
」

と
い
う
よ
う
に
左
右
の
別
を
明
ら
か
に
し
な
い
称
呼
と
、
左
右
を
管

す
る
名
称
が
大
宝
元
年
を
境
に
し
て
分
た
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

（一

痰
ｾ
け
例
外
的
に
持
統
紀
に
左
右
京
の
刷
を
示
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
喜

田
氏
は
こ
れ
は
他
の
場
合
と
異
っ
て
詔
勅
の
対
象
を
示
す
普
通
名
詞
的
用
法

で
後
の
扮
飾
で
あ
る
と
さ
れ
る
）
と
す
れ
ば
、
こ
の
事
実
は
こ
れ
ま
で

の
如
く
持
統
朝
に
別
記
の
成
立
を
み
る
と
す
る
私
見
に
矛
盾
す
る
。

し
か
し
別
記
の
全
部
が
一
時
的
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、

さ
き
に
賦
役
表
示
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
に
の
べ
た
こ
と
で
あ
る
し
、

ま
た
別
記
の
附
属
法
た
る
性
格
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、
現
存
の
別
記

の
内
容
全
て
が
一
度
に
国
定
を
み
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ

て
、
む
し
ろ
当
然
と
も
い
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
私
の
関
心
は
別
記

の
大
要
一
書
綱
中
央
機
溝
の
下
部
組
織
i
が
い
か
な
る
時
期
に
は
じ

め
て
制
定
を
み
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
に
あ
る
。

　
祝
部
は
周
知
の
如
く
、
国
司
に
よ
つ
て
神
戸
中
よ
り
選
定
進
上
さ

れ
、
諸
国
神
祉
の
祭
麗
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
正
史
に
お
け
る
初
霰

は
、
持
統
紀
八
年
三
月
丙
午
の
「
賜
神
階
頭
至
祝
部
等
一
百
六
十
四

人
絶
布
」
で
あ
る
が
、
神
祇
官
関
係
職
員
の
当
時
の
実
数
を
示
す
も

の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
。
養
老
職
一
鞭
令
に
つ
い
て
神
祇
官
の
員
数
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を
算
出
す
る
と
、
伯
か
ら
広
野
に
至
る
ま
で
総
数
八
十
九
人
、
若
し

こ
の
員
数
が
浄
御
爆
雷
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
の
中
に

は
定
数
の
な
い
祝
部
は
含
ま
れ
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
残
り
の
約
八
十

人
が
祝
部
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（
或
は
そ
の
一
部
か
も
し
れ
ぬ
が
）
。
大

宝
・
養
老
令
に
よ
る
と
、
神
戸
に
は
戸
籍
、
祝
部
に
は
名
帳
が
作
成

さ
れ
、
神
舐
官
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
祝
部
名
帳
は
、

一
般
下
級
官
の
そ
れ
と
同
様
、
叙
位
任
官
と
差
発
を
か
ね
た
「
交
名

帳
」
で
あ
ろ
％
が
ぎ
き
の
持
統
八
年
の
詳
細
禽
数
の
寵
録
の
裏

付
と
し
て
、
祝
部
名
帳
作
成
が
す
で
に
持
統
朝
に
行
わ
れ
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
歌
人
歌
女
笛
吹
等
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
楽
官
（
雅
楽
寮
）
の
職

制
と
し
て
編
成
さ
れ
た
時
期
を
天
武
・
持
統
朝
に
求
め
る
こ
と
に
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

方
の
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
の
べ
て
き
た
こ
と
を
品
部
雑
擬
制
の
成
立
と
い
う
論
旨
に

沿
っ
て
ま
と
め
る
と
こ
う
で
あ
る
。
別
記
に
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
晶
部
町
鳶
を
は
じ
め
、
御
巫
祝
部
歌
人
歌
女
国
造
盧
丁
卜
部
陵

戸
な
ど
全
て
が
大
化
前
代
以
来
の
特
殊
な
職
業
民
で
あ
る
。
か
か
る

職
民
を
、
四
等
官
制
を
基
軸
に
構
成
さ
れ
た
令
制
中
央
機
構
の
下
部

組
織
の
中
に
と
り
こ
む
た
め
に
、
別
途
に
記
録
し
た
の
が
別
記
に
他

な
ら
な
い
。
此
迄
の
論
述
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
別
記
の
記

事
に
は
部
分
的
に
、
或
は
天
雄
心
に
或
は
大
宝
令
以
後
に
亙
る
も
の

が
あ
っ
て
、
全
て
に
つ
い
て
一
時
的
に
成
立
し
た
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
大
半
は
持
統
朝
浄
御
艶
紅
の
制
定

の
時
に
成
立
し
た
と
す
べ
く
、
律
令
編
纂
史
上
に
お
け
る
浄
笹
原
令

の
占
め
る
位
麗
の
重
要
さ
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
充
分
首
肯
で
き
る

推
定
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

　
か
か
る
別
記
の
成
立
事
情
…
は
磁
道
幅
悪
妻
の
成
立
期
が
浄
御
原
令

施
行
時
を
中
心
に
し
た
時
期
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
で
あ
ろ
う
。

一
つ
の
仮
説
と
し
て
品
部
雑
戸
綱
1
1
浄
御
原
令
成
立
説
を
提
示
し
て

お
き
た
い
。

　
し
か
し
以
上
の
論
証
法
は
、
課
題
に
応
え
て
く
れ
る
直
接
的
な
資

料
が
な
い
た
め
に
、
推
論
を
多
く
重
ね
、
ま
た
い
ず
れ
も
充
分
な
ら

ざ
る
い
わ
ば
二
等
資
料
を
多
く
蒐
集
し
て
、
そ
の
全
体
か
ら
結
論
を

割
り
出
す
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
の
確
実
性
が

あ
る
・
も
の
か
心
元
な
い
が
、
一
つ
の
仮
論
と
し
て
受
け
と
っ
て
頂
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

①
　
青
木
和
夫
「
浄
御
仁
令
と
古
代
官
僚
倒
」
（
『
古
代
学
』
薫
の
二
）
、
岡
「
雇

　
役
制
の
成
立
」
（
『
吏
学
雑
誌
』
六
七
の
三
、
四
）
、
井
上
光
寅
「
再
び
火
中
改
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新
詔
の
信
愚
性
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
』
八
三
の
二
）
、
岸
俊
夫
「
防
人

　
考
」
（
『
万
葉
集
大
成
』
十
一
、
特
殊
研
究
篇
）
、
坂
本
太
郎
「
飛
鳥
浄
御

　
原
律
令
考
」
　
（
『
法
綱
史
研
究
』
四
）
、
高
橋
崇
「
天
武
持
統
朝
の
軍
事
制

　
度
」
（
『
芸
林
』
六
の
六
）
、
　
虎
尾
俊
哉
「
濠
御
原
品
の
班
田
法
と
大
宝
二

　
年
戸
籍
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
三
の
一
〇
）
、
平
野
邦
雄
「
大
宝
養
老
凱
陣

　
の
歳
役
に
つ
い
て
」
　
（
『
九
州
工
大
研
究
報
告
』
五
）
、
黛
弘
道
「
位
記
の

　
始
田
川
と
そ
の
意
義
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
七
）
、
　
長
山
泰
老
ヨ
「
歳
役
制
の

　
一
考
｛
祭
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
七
）
な
ど
。

②
　
石
彪
芳
久
『
日
本
五
代
法
の
研
究
』
　
（
第
三
章
律
令
の
編
纂
）
は
マ
ッ

　
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
法
社
会
学
概
念
を
使
っ
た
わ
が
古
代
法
の
研
究
で

　
あ
る
が
、
近
江
令
編
纂
を
肯
定
し
て
お
ら
れ
る
。
近
時
の
注
冨
す
べ
き
研

　
究
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

③
唐
代
の
雑
戸
に
つ
い
て
は
、
玉
井
是
博
「
唐
の
賎
民
制
度
と
そ
の
崩
来
」

　
（
『
支
那
社
会
経
済
史
研
究
』
）
の
第
一
章
「
唐
の
賎
民
制
度
」
が
詳
し
い
。

　
尚
山
中
厚
子
「
北
朝
の
雑
戸
に
つ
い
て
」
（
『
史
観
』
五
二
）
は
鼠
本
の
雑

　
戸
が
賎
民
で
な
い
の
は
、
唐
六
朝
以
前
の
二
二
時
代
の
良
民
身
分
で
あ
る

　
雑
戸
を
二
二
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

④
爬
羅
俊
哉
、
青
木
二
夫
前
掲
稿
。

⑤
　
直
木
孝
次
郎
氏
は
神
部
の
八
部
た
る
こ
と
を
疑
っ
て
お
ら
れ
る
が
（
『
日

　
本
日
代
園
家
の
構
造
』
や
笛
O
膳
）
そ
の
理
由
は
、
職
員
令
集
解
襲
撃
、
神

　
駅
令
集
解
令
釈
、
穴
、
朱
記
な
ど
が
忌
部
と
神
部
を
岡
じ
も
の
と
し
て
い

　
る
か
ら
、
で
あ
る
が
、
祈
年
月
次
祭
に
幣
臨
を
班
つ
忌
部
は
「
当
司
及
諸

　
司
中
取
矯
之
」
の
で
あ
っ
て
、
神
部
か
ら
任
用
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
、

　
尚
ま
た
神
部
艮
忌
部
と
し
て
も
神
部
の
適
齢
た
る
こ
と
を
否
定
す
る
根
拠

　
に
は
な
り
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

⑥
続
紀
に
つ
い
て
伴
部
の
例
は
、
和
銅
濁
、
十
・
甲
子
条
（
門
部
、
物
部
、

　
（
馬
部
）

　
脇
師
）
以
下
五
例
に
過
ぎ
な
い
。

⑦
『
藤
原
京
』
（
や
戯
。
。
～
お
）

⑧
持
統
紀
3
・
7
・
丙
寅
詔
。

⑨
式
部
雀
義
解
、
肩
集
解
伴
記
、
公
式
金
工
授
官
位
条
、
軍
気
金
兵
士
以

　
上
条
な
ど
。

⑩
　
歌
楽
関
係
の
重
要
記
竣
の
み
掲
げ
る
。
天
武
4
・
2
・
癸
未
。
天
武
1
0

　
4
・
9
・
戊
午
な
ど
。
器
楽
官
の
名
が
持
統
紀
！
・
1
・
朔
に
み
え
る
。

　
尚
、
常
陵
守
、
野
守
に
つ
い
て
は
、
お
岬
て
ら
く
塾
生
原
令
の
条
文
と
お
も

　
わ
れ
る
も
の
が
、
持
統
紀
5
・
1
0
・
二
三
条
に
み
え
て
い
る
こ
と
も
こ
れ

　
が
持
統
朝
に
制
度
酌
成
立
を
み
た
も
の
と
し
て
参
照
さ
れ
よ
う
。

二
　
二
部
雑
戸
制
の
機
能

　
　
　
　
　
　
一
　
二
部
二
戸
制
の
概
要

　
近
年
高
橋
當
雄
氏
は
『
史
学
雑
誌
』
に
「
一
部
一
戸
の
基
礎
構
造
」

な
る
論
文
を
発
表
さ
れ
て
、
身
分
序
列
に
お
い
て
晶
部
を
雑
戸
の

上
に
お
き
、
昂
部
の
よ
り
一
般
良
民
に
近
い
こ
と
を
説
く
こ
れ
ま
で

の
通
説
を
論
駁
さ
れ
て
、
両
者
は
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

程
の
差
異
を
認
む
べ
き
も
の
で
な
く
、
　
一
体
的
な
「
雑
戸
」
制
の
中

に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
べ
く
、
そ
こ
に
お
い
て
基
本
的
・
中
核
的
な

も
の
は
雑
戸
で
あ
っ
て
、
黒
部
は
そ
れ
に
規
制
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
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と
い
う
新
見
解
を
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
高
橋
氏
の
論
説
に
対
し
て
は
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

通
説
を
妥
当
と
す
る
二
・
三
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
批
判
が

加
え
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
筆
者
は
、
高
橋
氏
の
論
稿
の
魅
力

を
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
以
下
の
論

述
に
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
お
も
う
が
、
品
部
二
戸
制
の
分
析

に
当
っ
て
、
彼
此
の
差
異
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
同
時

に
、
両
者
に
共
通
す
る
地
盤
も
ま
た
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

っ
て
、
高
橋
氏
の
所
論
の
魅
力
は
、
実
は
そ
の
共
通
項
を
構
造
的
・

立
体
的
に
明
確
に
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
新
井
喜
久
夫
氏
、
上
田
正
昭
氏
、
福
尾
猛
市
郎
氏

な
ど
の
指
摘
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
如
く
、
晶
部
雑
戸
に
租
異

な
る
性
格
の
あ
る
こ
と
、
両
者
を
’
体
的
な
「
雑
具
」
舗
と
把
握
す

る
こ
と
の
困
難
な
こ
と
も
否
定
で
き
ぬ
事
実
で
あ
る
。

　
資
料
に
表
現
さ
れ
て
い
る
両
者
の
称
呼
上
の
差
異
を
単
に
指
摘
す

る
の
で
は
な
く
し
て
、
律
令
国
家
が
両
者
に
賦
課
し
て
い
る
そ
の
社

会
的
機
能
に
ま
で
掘
り
下
げ
て
そ
の
相
違
を
分
析
し
、
一
方
が
三
部

と
呼
ば
れ
、
他
方
が
雑
戸
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
よ
っ
て
き
た
る
所

以
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
中
で

両
者
の
絹
関
関
係
竜
自
ら
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
し
、
延
い
て
は
わ
が

律
令
国
家
の
構
造
的
特
色
の
一
面
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
る
の
で
あ
る
。

　
別
記
に
よ
れ
ば
、
約
四
千
戸
の
各
種
職
業
疑
が
宇
部
雑
戸
と
し
て

計
上
さ
れ
て
い
る
。
一
省
一
斑
直
撃
十
司
に
十
八
の
転
部
が
所
属
し
、

雑
戸
と
し
て
一
省
二
寮
四
司
に
六
種
が
配
属
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

数
字
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
律
令
制
中
央
政
府
の
規
模
を
論
ず
る
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
燗
肉
の
特
殊
技
術
を
有
す
る

も
の
が
、
あ
る
一
定
期
間
そ
の
本
貫
を
離
れ
て
、
官
廷
工
房
や
そ
れ

に
類
す
る
官
衙
官
園
に
集
中
さ
せ
ら
れ
て
、
高
い
生
産
性
を
示
し
得
．

る
そ
の
協
業
の
シ
ス
テ
ム
に
あ
ろ
う
。
品
部
雑
戸
の
所
在
国
が
、
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

畿
内
及
び
そ
の
近
国
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
故
で
あ
る
。

　
品
薄
雑
戸
の
服
役
方
法
も
そ
の
職
種
に
応
じ
て
、
多
様
で
あ
る
が
、

今
か
り
に
こ
れ
を
次
の
如
く
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

尚
こ
こ
で
別
記
の
服
役
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
、
一
需
触
れ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
「
経
年
」
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
で
あ
る
。
滝

川
政
次
郎
氏
は
こ
の
経
年
を
〃
隔
年
”
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤

り
で
あ
ろ
う
。
　
「
経
」
の
一
字
の
意
義
か
ら
も
無
理
で
あ
る
し
、
葉
解
の
用

例
か
ら
も
〃
隔
”
の
意
に
採
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
〃
毎
年
”

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
贔
部
、
雑
戸
の
負
抵
量
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
の
で
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③

ご
冨
附
し
て
お
く
。

㈱
官
衙
番
上
型

　
勤
常
番
上
型
（
「
経
年
毎
丁
役
扁
と
別
記
に
配
さ
れ
る
も
の
）

　
戸
部
　
鷹
戸
・
膝
部
・
艶
美
（
但
し
藍
染
戸
）
・
雑
供
戸
（
鵜
飼
、
賢
人
、

　
網
引
）
・
簾
戸
（
九
月
～
二
月
）

雑
戸
　
な
し

　
珀
　
交
代
番
上
型
（
「
経
年
一
番
役
偏
）

　
品
部
　
船
戸
・
雑
供
戸
（
未
醤
）
・
薬
戸
・
乳
戸
・
二
戸
・
園
戸
・
泥
戸
・

　
氷
戸
（
三
月
～
八
月
）

　
三
戸
　
百
済
手
部
・
飼
丁

幻
閑
月
番
上
型
（
百
＋
月
至
三
月
毎
戸
役
丁
」
）

　
品
部
　
潮
曇
・
鼓
吹
戸

　
雑
戸
雑
工
戸
・
鍛
戸

珊
臨
時
番
上
型

　
園
部
　
楽
戸
・
雑
工
戸
（
爪
工
な
ど
三
種
）
・
百
済
戸
（
衣
染
な
ど
）
・
漆
部

　
　
（
泥
障
、
輩
張
）

　
雑
報
百
済
戸

㈲
謡
物
貢
納
型

　
脚
部
　
三
戸
・
染
戸
（
大
部
分
）

　
置
戸
鱗
戸

　
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
⑧
類
、
す
な
わ
ち
本
貫
に
あ
っ
て
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
8

生
産
に
従
事
し
製
撮
を
貢
納
す
る
も
の
が
極
く
少
数
の
種
に
限
ら
れ
、
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
2

大
部
分
は
官
衙
に
上
番
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大

化
前
代
の
職
業
部
民
と
著
し
く
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
所
以
竜
そ
こ

に
あ
．
る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
令
制
晶
部
荒
戸
の
特
性
、

と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　
晶
都
雑
戸
は
ま
た
、
右
に
み
た
よ
う
な
服
役
法
で
か
か
る
職
種
に

従
事
す
る
こ
と
の
反
対
給
付
と
し
て
、
課
役
を
免
除
さ
れ
る
（
賦
役

令
舎
人
史
生
条
）
。
こ
の
規
定
は
養
老
令
の
み
な
ら
ず
大
宝
令
に
も
存

　
　
　
　
　
　
　
④

し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
課
役
が
大
宝
・
養
老
令
に
お
い
て
正
統
的
…
な
理
解
で
調
庸
雑
篠
を

意
味
す
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
別
記
の

免
役
記
事
を
み
る
に
、
必
ず
し
も
こ
の
三
種
の
租
税
が
免
除
さ
れ
て

い
な
い
例
に
ぶ
つ
か
る
の
で
あ
る
（
例
え
ば
楽
戸
は
雑
篠
…
の
み
し
か
免
除

さ
れ
な
い
し
、
染
戸
は
篠
役
の
み
免
ぜ
ら
れ
調
は
取
ら
れ
る
等
）
。
こ
の
よ
う

な
別
記
と
養
老
令
の
粁
格
は
、
免
役
規
定
の
み
な
ら
ず
、
警
部
雑
戸

の
称
呼
に
つ
い
て
も
存
在
す
る
こ
と
、
し
か
し
こ
れ
は
両
者
の
内
容

上
の
矛
盾
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
な
く
、
別
記
の
附
属
法
た
る
性
格

に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
別
詑
は
個
女
の
品
部
雑
戸
の
具
体
を
示
し
た
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も
の
で
、
養
老
（
大
宝
）
賦
役
令
の
贔
部
雑
戸
課
役
免
除
の
規
定
は
、

そ
れ
を
一
般
化
し
普
遍
化
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
こ
と
な
ど
前
に

の
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
さ
て
贔
部
雑
戸
に
関
す
る
免
役
規
定
に
は
、
　
「
免
調
子
」
「
免
調

役
」
「
免
調
徳
役
」
「
三
選
遷
客
」
「
取
調
免
囚
役
」
「
免
雑
事
」
「
取

調
庸
免
雑
癌
」
の
七
種
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多

彩
な
表
記
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
別
記
が
長
い

閲
に
蓄
積
加
筆
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
結
果
で
あ
っ
て
（
こ
れ
が
別
記
、

或
は
こ
れ
を
引
翔
し
た
古
記
：
令
釈
ま
た
は
集
解
の
作
成
者
の
恣
意
駒
な
簡

略
化
で
は
な
か
ろ
う
こ
と
は
前
で
の
べ
た
）
、
実
質
的
に
は
、
　
同
等
の
内

容
を
意
味
す
る
屯
あ
る
の
で
あ
る
。

　
「
調
役
」
と
「
調
篠
こ
は
同
じ
と
し
て
良
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ

ら
と
「
調
樒
役
」
が
等
盤
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
・
も
明
白
で
あ
る
。

ま
た
最
後
の
二
つ
「
免
雑
樒
」
と
「
取
調
庸
免
雑
纂
」
電
同
じ
内
容

の
別
表
現
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
に
か
く
実
質
上
同
じ
内
容

を
も
つ
も
の
が
、
異
な
っ
た
表
示
を
す
る
の
か
は
あ
ら
た
め
て
問
題

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
推
定
で
き
る
理
由
竜
あ
る
が
、
註
に
ゆ

　
⑤

ず
る
。
以
上
を
整
理
す
れ
ば
、
さ
き
の
七
種
の
免
役
規
定
は
つ
ぎ
の

四
種
に
な
る
。

9
　
　
「
黒
鼠
、
調
徹
役
、
調
役
」
免
型

品
部
　
郷
戸
・
漆
部
・
釣
戸
（
藍
染
）
・
船
戸
・
泥
戸
・
鼓
吹
戸
・
狛
戸

雑
戸
　
百
済
手
都
・
百
済
戸
・
雑
工
戸
・
鍛
戸
・
笥
戸

⑩
　
　
「
調
子
衝
」
免
型

品
部
　
雑
供
戸
（
鵜
飼
・
江
人
・
網
引
）
・
氷
戸
・
亀
戸
・
乳
戸
・
登
戸
・

　
　
園
戸
・
三
戸

　
雑
戸
　
四
丁

　
謝
　
「
取
調
三
徳
役
」
型

　
品
部
雑
工
戸
（
爪
工
、
楯
縫
、
二
三
）
・
漆
部
（
泥
障
、
革
張
な
ど
）
・

　
　
染
革
（
大
部
分
）

　
雑
戸
　
な
し

　
珊
　
　
「
免
雑
樒
、
取
調
庸
免
雑
憲
扁
型

　
（

　
品
部
　
雑
一
戸
（
未
醤
）
・
楽
戸
・
百
済
戸
（
一
部
）

　
雑
戸
　
な
し

　
こ
れ
ら
を
通
じ
て
注
意
さ
れ
る
点
が
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
雑
戸

に
あ
っ
て
は
一
、
x
に
全
て
含
ま
れ
、
…
儀
役
或
は
雑
億
と
共
に
調
も

ま
た
免
除
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
導
車
は
四
型
に
亘
っ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

そ
こ
に
統
一
性
が
な
く
多
様
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
品
部
の
賦
役
免
除
が
多
種
に
し
て
区
々
不
整
一
の
も
の
で
あ
る
こ

と
と
、
さ
き
に
み
た
品
部
の
灘
役
法
は
よ
く
大
体
に
お
い
て
符
合
し
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ラ
　
　
　
　
う

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
官
衙
番
上
の
も
の
の
中
、
1
～
皿
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

属
す
る
品
部
は
、
大
部
分
蕊
亙
免
役
型
に
絹
噛
す
る
の
に
対
し
、
W

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

の
臨
時
番
上
の
も
の
は
例
外
な
く
全
て
が
雑
藩
或
は
催
役
は
免
ぜ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う

れ
る
が
、
調
は
納
付
す
る
義
務
を
も
つ
璽
W
免
役
型
に
属
す
る
な
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
（

こ
れ
は
明
ら
か
に
さ
き
に
も
の
べ
た
如
く
服
役
の
仕
方
に
応
じ
て
賦

役
が
免
除
さ
れ
る
と
い
う
両
者
の
直
線
的
な
対
応
関
係
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
全
体
を
通
じ
て
の
負
担
の
公
平
化
を
考
慮
し
た
も

　
　
　
　
　
　
⑦

の
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
雑
戸
に
関
し
て
は
こ
の
傾
向
は
み
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
臨
時
番
上
型
と
し
か
ら
ざ
る
番
［
上
型
に
賦
役
免

除
に
つ
い
て
さ
き
の
品
部
の
如
き
区
別
が
な
い
（
例
え
ば
、
臨
時
番
上

の
百
済
戸
も
交
代
番
上
の
百
済
手
部
同
様
に
蟹
田
役
が
免
除
さ
れ
て
い
る
な

ど
）
。
こ
の
よ
う
に
服
役
法
は
贔
部
同
様
多
様
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
免
役
内
容
は
単
純
に
し
て
整
一
で
あ
る
こ
と
こ
そ
雑
戸
の
特

性
で
あ
っ
て
、
繍
部
の
如
く
服
役
法
と
課
役
免
除
が
直
接
的
な
対
応

関
係
を
も
ち
、
後
者
が
前
者
の
単
な
る
反
対
給
付
の
意
味
し
か
も
ち

得
な
い
も
の
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
詳

し
く
触
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
免
役
記
事
か
ら
い
え
る
第
二
の
点
は
、
晶
部
韓
国
に
共
通
し
て
雑

徳
が
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
雑
…
橘
は
周
知
の
如
く
、
中
央

に
お
け
る
歳
役
・
雇
役
に
対
し
て
、
地
方
に
お
け
る
力
役
で
あ
っ
て
、

そ
の
徴
発
権
は
国
司
が
有
し
、
国
衙
の
造
営
、
堤
防
修
理
等
の
土
木

工
事
な
ど
に
差
発
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
雑
儒
の
…
僧
役

的
性
格
か
ら
し
て
当
然
で
あ
る
が
、
吉
凶
さ
ま
ざ
ま
の
理
由
に
よ
っ

て
、
中
央
政
府
の
管
轄
下
に
属
す
る
田
租
調
庸
が
復
除
さ
れ
る
例
は
、

正
史
に
数
多
く
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
雑
樒
が
復
除
の
対
象
に
な
る

例
は
極
め
て
稀
有
の
こ
と
に
属
す
る
。
前
節
で
ふ
れ
た
如
く
、
続
貝

本
紀
に
つ
い
て
だ
け
、
雑
…
儀
の
免
除
さ
れ
て
い
る
場
合
を
拾
っ
て
み

　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
屯
、
僅
か
十
一
例
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
大
宝
以
後
は
、
い
ず
れ
も

特
定
者
に
対
す
る
免
除
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
特
種
な
ケ
ー
ス

に
限
ら
れ
て
い
る
。
租
庸
調
が
伽
羅
或
は
一
国
さ
ら
に
全
国
的
に
、

し
か
も
年
中
行
事
の
如
く
復
除
さ
れ
る
の
と
比
較
せ
よ
。
従
っ
て
、

贔
部
富
戸
に
雑
揺
を
免
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
そ
の
服
役

に
対
す
る
反
対
給
付
と
い
う
意
味
に
止
ら
ず
、
国
司
の
恣
意
的
な
徴

発
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
力
役
か
ら
解
放
し
て
、
そ
の
本
貫
に
お
け
る

農
【
民
的
性
格
を
払
拭
さ
せ
、
中
央
官
司
と
の
直
線
的
な
隷
属
関
係
を

結
ば
し
め
る
条
件
を
つ
く
り
出
す
前
提
の
操
作
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
雑
徳
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
右
の

如
く
解
し
て
お
き
た
い
（
後
述
参
照
）
。

54　（890）
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宮
衙
に
赴
く
に
当
っ
て
、
或
は
農
閑
期
が
え
ら
ば
れ
、
或
は
交
代

番
上
と
い
う
配
慮
が
な
さ
れ
、
ま
た
本
貫
に
あ
っ
て
充
分
に
そ
の
機

能
を
発
揮
で
き
る
も
の
（
組
戸
・
筥
戸
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
規
定
の

料
物
を
年
毎
或
は
月
毎
に
貢
納
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な

お
さ
ず
、
彼
ら
が
本
貫
に
あ
っ
て
田
野
の
耕
作
に
従
事
す
る
農
民
的

存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
見
知
と
陵
戸
が
類
似

の
性
格
を
も
つ
こ
と
は
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と

で
あ
る
が
、
唯
一
法
制
的
に
両
者
の
異
な
る
点
は
、
雑
戸
が
一
般
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

民
同
様
に
義
倉
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
義
倉
が
ど
の

よ
う
な
性
格
の
・
も
の
か
に
つ
い
て
は
種
々
の
議
論
が
あ
り
得
よ
う
が
、

こ
れ
が
、
　
一
種
の
地
方
税
的
な
賦
役
で
あ
る
（
賦
役
令
義
解
巻
頭
）
と

同
時
に
、
よ
砂
本
義
的
に
は
、
在
地
に
お
け
る
共
同
体
的
な
相
互
扶

助
の
慣
行
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
農
村
と
都
城
を
往
復
し
、
自
給
自
足
の
生

活
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
が
国
古
代
の
職
民
の
生
活

は
、
何
よ
り
も
当
時
の
細
図
な
社
会
状
態
、
就
中
手
工
業
と
農
業
の

未
分
離
と
い
う
事
情
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

以
上
品
部
雑
戸
制
を
ご
く
大
雑
把
に
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
つ

ぎ
に
品
部
、
雑
戸
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
つ
っ
こ
ん
で
考
究
し
た
い
。

①
　
薪
井
喜
久
夫
「
雑
戸
籍
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
日
本
紀
研
究
』
五
の
六
）
、

　
上
田
正
昭
「
晶
部
雑
学
の
展
開
過
程
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
三
）
、
福
庵
猛

　
市
郎
「
善
部
と
雑
戸
の
異
同
に
つ
い
て
扁
（
『
京
大
国
史
論
集
』
e
）
な
ど
。

②
　
川
上
多
助
『
日
本
古
代
社
会
史
の
研
究
』
（
℃
・
㊤
O
）

③
滝
川
政
次
郎
『
日
本
奴
隷
経
済
史
』
（
や
ω
。
。
一
～
り
一
）

　
な
お
服
役
法
に
よ
る
分
類
に
関
し
て
は
祝
宮
静
「
品
部
雑
戸
に
関
す
る
雑

　
考
」
（
『
國
［
学
院
雑
誌
』
三
五
の
一
二
）
参
照
。
集
解
の
用
例
で
は
、
第
一

　
章
第
一
節
註
②
に
挙
げ
た
雑
供
戸
に
関
す
る
も
の
が
、
経
年
を
毎
年
と
岡

　
義
に
使
っ
て
い
る
。

④
賦
役
含
人
史
生
条
の
大
宝
令
条
復
原
は
、
こ
の
条
文
の
集
解
古
記
に
よ

　
つ
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
他
の
条
文
に
つ
い
て
調
査
し
た
が
見
当
ら
な
い
。

　
と
す
れ
ば
不
明
と
す
る
他
は
な
い
が
、
た
だ
一
般
的
に
養
老
令
の
修
正
が

　
字
旬
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
と
い
5
麺
説
に
従
え
ば
、
或
は
そ
の
ま
ま
の
文

　
字
が
大
宝
令
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
こ
れ
を
否
定
す
る
理
由
が

　
な
い
か
ら
、
古
記
の
注
が
全
く
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
条
交
が
大
宝

　
令
中
に
な
か
っ
た
と
す
る
の
も
不
当
で
あ
る
。
大
窯
令
に
課
役
免
除
の
規

　
定
が
あ
っ
た
と
し
て
も
別
記
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
塞
文
で
の

　
べ
た
。

⑤
「
販
調
鷲
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
狛
戸
（
紀
伊
羅
在
名
人
・
百
済

　
人
・
藷
羅
人
）
と
百
済
戸
（
衣
染
・
飛
鳥
土
量
・
呉
床
作
・
蓋
縫
・
大
笠

　
縫
・
橋
作
）
の
二
品
部
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
手
工
業
技
衛
者
で

　
あ
る
。
筋
し
て
調
庸
が
ま
た
手
工
製
作
物
た
る
こ
と
を
想
え
ば
、
狛
戸
糞

　
済
戸
に
対
し
て
は
彼
ら
が
口
上
部
と
し
て
貢
納
す
る
雑
製
品
の
他
に
、
一
般
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公
罠
同
様
の
乎
工
物
（
調
庸
）
も
販
る
こ
と
を
敢
て
明
示
す
る
必
要
が
あ

　
　
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
比
し
て
「
免
雑
揺
」
の
楽
戸
な
ど
で
あ
れ

　
ば
、
調
庸
物
収
取
と
彼
ら
の
職
業
に
紛
ら
わ
し
い
も
の
が
な
い
の
で
あ
る
。

⑥
高
橋
冨
雄
前
掲
稿
参
照
。

⑦
村
尾
次
郎
『
律
令
倒
の
基
調
』
（
や
①
も
。
以
下
）
。

③
文
武
1
・
8
・
庚
辰
、
漁
銅
2
・
8
・
辛
亥
、
霊
亀
3
・
！
1
・
忌
辰
、

　
養
老
2
・
4
・
癸
酉
、
神
亀
4
・
2
・
壬
子
、
神
亀
6
・
2
・
壬
午
、
天

　
平
6
・
4
・
甲
寅
、
天
平
7
・
5
・
戊
寅
、
宝
亀
2
・
闘
3
・
壬
寅
、
宝

　
亀
3
・
3
・
丙
申
、
宝
亀
3
・
1
2
・
壬
子
の
諸
条
を
参
照
。

⑨
賦
役
令
義
倉
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ

　
　
　
　
　
二
品
部
の
牲
格

　
三
部
の
性
格
を
知
り
得
る
資
料
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
も

の
に
、
賦
役
令
集
解
水
曜
三
層
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
条
文
の

「
課
役
」
の
解
釈
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
課
、
謂
、
調
及
副
物
田
租
之
類
、
役
、
謂
、
庸
及
二
月
端
部
之
類

　
こ
の
課
役
の
解
釈
が
当
条
文
に
の
み
適
用
さ
れ
、
令
内
の
通
例
に

渉
ら
な
い
こ
と
は
、
諸
説
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
当
面
こ
の

釈
説
で
問
題
に
し
た
い
と
お
も
う
こ
と
は
、
役
の
中
に
庸
・
雑
樒
と

共
に
難
戦
を
含
ま
せ
て
理
解
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一

部
を
役
の
一
種
目
解
し
て
い
る
明
法
家
は
他
に
な
く
、
そ
の
点
で
釈

説
が
ど
れ
だ
け
の
妥
当
性
を
も
ち
得
る
の
か
は
不
安
で
あ
る
。
ま
た

令
釈
が
平
安
初
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ム
忍
制
本
来
の

晶
部
の
性
格
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
何
程
価
値
が
あ
る

も
の
か
の
疑
点
も
存
す
る
が
、
以
下
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
た
し
か
め

つ
つ
、
右
の
資
料
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
当
資
料
を
し
て
語
ら
し
め
ば
、
次
の
二
つ
の
点
が
指
摘
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
8
こ
こ
で
は
品
部
は
一
般
公
民
の
賦
役
と
岡
等
に
扱
わ
れ

て
い
る
。
⇔
し
か
も
そ
れ
は
課
す
な
わ
ち
貢
納
物
的
な
も
の
と
し
て

で
は
な
く
、
役
す
な
わ
ち
樒
役
的
な
も
の
と
し
て
、
就
中
庸
よ
り
は

雑
揺
的
な
竜
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
「
鷺
及
雑
徳

　
　
　
　
へ

贔
部
」
の
及
な
る
接
続
詞
の
も
つ
意
味
は
軽
々
に
取
扱
わ
る
べ
き
で
は
な
い
）
。

e
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
贔
部
が
一
般
公
民
の

課
役
と
同
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
も
　
　
も

理
を
使
え
ば
、
品
部
は
一
般
公
民
に
負
課
さ
れ
る
課
役
の
一
種
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
通
説
で
い
う
贔
部
の
イ

メ
ー
ジ
と
は
矛
盾
す
る
。
何
故
な
ら
こ
れ
ま
で
の
理
解
で
は
品
部
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
し

雑
戸
同
様
特
殊
技
芸
を
帯
す
る
特
定
の
戸
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な

ら
ば
、
こ
の
釈
説
の
解
釈
は
正
し
く
天
平
宝
字
三
年
の
令
舗
鈷
部
解

放
以
後
の
慣
行
を
指
示
し
た
と
す
べ
き
か
（
続
紀
同
年
九
月
戊
寅
条
）
。

個
別
的
に
品
部
に
当
っ
て
み
る
に
、
例
え
ば
楽
戸
の
如
き
、
或
は
漆
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部
の
如
き
、
特
殊
技
芸
を
要
す
る
品
部
が
一
般
公
民
に
し
て
実
現
し

得
る
筈
の
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
乳
戸
と
か

園
戸
と
か
は
如
何
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
さ
し
た
る
手
技
を
必
要

と
し
な
い
も
の
が
品
部
の
中
に
か
な
り
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

釈
説
の
解
釈
を
全
く
不
当
と
し
て
、
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
⇔
は
さ
き
に
の
べ
た
如
く
、
品
部
（
雨
戸
も
然
り
）
が
最
低
雑

催
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
品

部
な
雑
揺
の
一
種
と
解
す
る
態
度
で
あ
る
。
8
⇔
を
併
せ
考
え
る
な

ら
ば
、
品
部
は
一
般
良
民
に
諜
せ
ら
れ
る
雑
催
の
一
種
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
一
片
の
、
し
か
も
集
解
の
一
法
家
の

解
釈
学
か
ら
、
余
り
に
多
く
を
い
う
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
こ
れ
ま
た
掌
れ
も
が
軍
部
の
性
格
を
知
り
得
る
も
の
と
し

て
挙
げ
る
次
の
資
料
を
検
討
し
よ
う
。

　
品
部
、
謂
、
取
良
入
配
隷
諸
司
雑
色
也
（
賦
役
令
舎
人
史
生
条
襲
弊
）

　
こ
の
資
料
は
、
通
例
患
部
の
良
民
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
竜

の
と
し
て
、
ま
た
雑
戸
と
比
較
し
て
史
部
が
身
分
的
に
よ
珍
一
般
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

民
に
近
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の

資
料
に
つ
い
て
贔
部
の
良
民
た
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
は
屋
上
架

屋
の
感
を
免
れ
な
い
。
わ
が
猿
手
（
雑
戸
も
含
め
て
）
が
良
毘
た
る
こ

と
は
、
戸
令
当
色
婚
条
の
五
十
に
贔
部
雑
戸
の
入
っ
て
い
な
い
こ
と

を
も
っ
て
全
く
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
が
品
部
の
良
吏
身
分
を
示
す
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ

れ
が
賎
民
視
さ
れ
る
宇
戸
と
の
類
似
性
の
故
に
か
、
．
或
は
ま
た
大
化

改
新
に
お
い
て
一
般
の
部
民
が
公
民
化
へ
の
道
を
歩
ん
だ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
特
技
所
有
者
で
あ
る
彼
ら
だ
け
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
の
ま
ま
晶
心
安
は
雑
戸
と
し
て
編
成
さ
れ
た
か
ら
と
考
え
る
故
に

か
。
し
か
し
、
　
「
島
事
宜
悉
皆
罷
為
国
家
民
」
と
い
う
大
化
二
年
八

月
癸
酉
の
品
部
停
廃
の
記
事
は
、
品
部
に
と
っ
て
改
新
の
公
聴
主
義

が
決
し
て
無
縁
の
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
令
制

に
お
い
て
彼
ら
が
賎
昆
に
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
き
、
さ
き
の
盗
ハ

料
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
き
の
水
旱
条
章
説

に
よ
る
牽
強
附
会
で
な
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
が
、
　
「
取
良
人
」
は
良

罠
中
よ
り
適
宜
選
択
ー
ー
点
馴
す
る
意
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
ご
く
一
般
的
な
二
つ
の
資
料
を
右
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、
つ
ぎ
に

再
び
別
記
の
記
事
に
眼
を
移
し
た
い
。

　
一
つ
の
簡
単
な
事
実
か
ら
出
発
し
よ
う
。
品
部
の
戸
数
表
示
に
注

欝
す
る
と
、
か
な
り
多
く
の
職
種
が
五
十
戸
と
か
七
十
五
戸
と
か
五
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戸
或
は
十
戸
単
位
の
ま
と
ま
っ
た
数
で
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

が
つ
く
の
で
あ
る
。

三
戸
、
船
戸
、
染
戸
（
錦
綾
織
、
緋
染
、
河
内
岡
三
絹
織
人
等
）
、
野
里
戸

　
（
未
醤
）
、
大
炊
戸
、
薬
戸
、
三
戸
、
酒
戸
、
三
戸
、
泥
戸

　
（
漆
部
十
戸
は
今
は
除
く
）

　
さ
き
に
釈
説
の
解
釈
に
つ
い
て
一
般
公
事
の
賦
役
的
な
性
格
を
も

つ
論
部
の
例
と
し
て
、
瀬
戸
、
園
戸
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず

れ
竜
五
十
戸
、
三
百
芦
で
あ
る
。
右
の
品
部
の
う
ち
、
そ
の
名
称
か

ら
特
殊
な
世
襲
的
技
術
を
要
求
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
紙
戸
、
染
戸

を
除
い
て
は
、
皆
二
般
公
民
に
し
て
調
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
職
種

で
あ
る
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
は
そ
の
こ
と
と
戸
…
数
表

示
に
関
係
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
戸
数
の
示
し
て
い
る
竜
の
は
、

律
令
国
家
が
そ
の
貧
家
的
機
能
を
充
足
す
る
た
め
に
設
け
た
各
職
業

の
需
…
要
量
の
マ
キ
シ
マ
ム
数
値
で
あ
っ
て
、
そ
の
数
だ
け
世
襲
的
に

特
定
戸
が
麗
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
脚
部
は

一
般
良
民
の
賦
役
の
一
種
だ
と
す
る
さ
き
の
水
旱
の
条
前
説
は
、
こ

れ
ら
の
晶
部
に
関
す
る
限
り
は
、
そ
の
性
質
を
え
ぐ
り
出
し
た
正
当

な
解
釈
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
国
司
或
は
郡
司
が
中
央
官
司
の

求
め
に
応
じ
て
、
適
宜
一
般
良
民
に
賦
課
し
、
公
罠
は
ま
た
品
部
各

々
の
服
役
規
定
に
従
い
、
官
衙
・
官
園
・
官
学
に
赴
き
、
そ
の
一
年

間
の
彼
の
戸
の
調
雑
鑑
或
は
雑
藩
を
免
除
さ
れ
る
の
が
、
右
に
挙
げ

た
贔
部
の
姿
で
あ
っ
た
と
お
匿
う
。

　
但
し
さ
き
に
除
外
し
た
染
戸
、
紙
押
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
錦
綾

織
、
河
内
国
広
絹
織
人
な
ど
は
別
記
に
よ
れ
ば
「
織
手
等
一
二
人
在

　
　
　
ち
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
で
　
　
も
　
　
も

司
上
、
多
在
国
織
進
耳
」
で
あ
る
と
注
記
さ
れ
て
い
て
、
前
に
指
摘

し
た
如
く
、
品
部
雑
戸
を
通
じ
て
例
外
的
な
堅
物
貢
納
型
に
属
す
る

竜
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
大
化
前
代
五
・
六
世
紀
に
大
和
・
河
内
を
中

心
に
定
着
し
、
そ
の
織
物
技
術
を
誇
っ
た
帰
化
人
漢
部
の
後
畜
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
こ
と
は
誤
り
な
か
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
な
織
物
業
の
特
産
地
化
し

た
母
胎
を
対
象
に
、
指
定
戸
数
の
量
だ
け
そ
の
製
品
の
貢
納
を
命
じ

ら
れ
た
も
の
が
染
戸
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
世
襲
的
に
あ
る
特
定

戸
を
海
部
と
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
尚
こ
の
こ
と
と
関

係
が
あ
る
と
お
も
う
が
、
染
戸
の
う
ち
河
内
広
絹
織
人
に
つ
い
て
は

別
記
に
「
品
部
」
の
注
記
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て

は
後
に
ま
た
触
れ
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
残
っ
た
紙
戸
は
い
か
に
。

し
か
し
こ
れ
が
果
し
て
、
技
術
の
子
孫
伝
習
を
要
求
さ
れ
る
世
襲
的

な
専
業
者
鈷
紙
工
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
う
べ
き
余
地
が
あ

る
。
第
一
の
疑
は
、
別
記
の
記
事
に
よ
っ
て
紙
戸
は
山
背
に
五
十
戸

58　（894）



贔部雑戸制の：再検討（狩野）

設
置
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
若
し
彼
ら
が
図
書
寮
の
求
め

る
よ
う
な
卓
越
し
た
造
紙
技
術
の
専
門
家
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

当
時
或
は
後
代
の
紙
関
係
の
資
料
に
、
山
背
国
の
造
紙
工
が
あ
ら
わ

れ
て
き
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
全
く
み
ら
れ
な
い
こ

と
で
あ
る
（
例
え
ば
延
喜
式
山
城
国
の
調
の
中
に
紙
は
み
え
な
い
な
ど
）
。

第
二
に
、
同
様
の
疑
問
は
次
の
資
料
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
・
例
の
晶
部
雑
戸
が
現
存
石
塔
に
唯
一
確
認
さ
れ
る
こ
と
で

珍
重
視
さ
れ
て
い
る
神
亀
三
年
山
背
国
愛
宕
針
魚
上
里
計
帳
の
「
紙

市
戸
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
紙
戸
た
る
こ
と
は
、
門
脇
禎
二
氏
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
て
指
摘
さ
れ
て
以
来
一
般
の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
お
り
、
私

も
ま
た
「
紙
鳶
戸
」
H
紙
戸
説
に
同
意
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

計
帳
断
簡
で
確
め
ら
れ
る
二
十
四
郷
戸
の
う
ち
、
紙
工
戸
と
さ
れ
て

い
る
の
は
、
出
雲
匝
冠
の
戸
だ
け
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う

に
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
約
半
数
し
か
郷
戸
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
以
上
断
定
は
さ
け
た
い
が
、
少
く
と
も
、
別
記
の

山
代
紙
戸
五
十
戸
は
、
集
団
的
に
量
る
特
定
の
地
域
に
存
在
し
た
屯

の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
郷
に
分
散
点
在
し
て
い
た
屯
の
で
あ
る

こ
と
は
承
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
紙
戸
の
存
在
形
態
は
、

若
し
紙
鳶
が
紙
漉
専
業
者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
矛
盾
し
た
こ
と
に

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
、
紙
漉
な
る
仕
事
は
、
そ
の
手
工

業
的
性
格
か
ら
し
て
重
る
程
度
の
協
業
を
必
要
と
す
る
竜
の
で
あ
り
、

彼
ら
に
は
集
団
的
な
居
住
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
紙
戸
を
紙

漉
工
と
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
理
由
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
何
よ
り
も

紙
戸
一
紙
工
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
は
黒
戸
が
他
の
細
部
と
ち

が
っ
て
「
借
面
部
」
と
別
記
に
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
れ
ら
の
疑
問
が
あ
る
以
上
、
図
書
寮
所
　
管
の
紙
魚
は
こ
れ
を
世

業
相
伝
の
紙
工
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
図
書
寮
に
あ

っ
て
紙
製
作
の
専
門
家
は
造
紙
手
四
人
で
あ
る
。
奈
良
朝
に
お
い
て

写
経
・
公
文
作
成
等
紙
の
需
要
は
誠
に
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、

紙
戸
は
造
紙
専
門
工
四
人
を
た
す
け
る
べ
く
図
書
寮
工
房
の
雑
役
に

差
発
さ
れ
た
山
背
国
の
一
般
良
罠
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
亀
戸
五
十
戸
の
戸
数
表
添
も

又
、
品
部
の
賦
役
的
性
格
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
つ
ぎ
に
、
・
石
に
み
た
よ
う
な
ま
と
ま
っ
た
戸
数
で
は
表

示
さ
れ
な
い
贔
部
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

楽
戸
・
雑
工
戸
（
爪
工
、
楯
縫
、
鰹
作
）
・
鼓
吹
戸
・
鷹
戸
・
狛
戸
・
百
済
戸

　
（
一
部
）
・
物
部
・
染
戸
（
呉
報
部
、
藍
染
）
・
雑
供
華
（
鵜
飼
、
江
人
）
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そ
の
称
呼
か
ら
判
然
と
す
る
如
く
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
特
殊
の

手
技
所
有
者
で
あ
っ
て
、
さ
き
の
一
般
公
民
の
賦
役
的
な
贔
部
と
異

な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
一
つ
だ
け
検
討
を
要
す
る
も
の
は
、

鼓
吹
戸
で
あ
る
。
た
し
か
に
別
寵
に
よ
る
と
大
角
吹
と
し
て
二
一
八

戸
指
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
神
亀
三
年
に
至
っ
て
三
百
戸
に
増

員
さ
れ
て
い
る
（
続
紀
同
年
3
・
壬
戌
条
）
。
こ
の
戸
数
を
ど
の
よ
う
に

解
し
た
ら
よ
い
か
。
し
か
し
、
鼓
吹
戸
は
、
実
際
に
鼓
吹
司
に
上
っ

て
吹
角
・
鉦
鼓
の
事
に
携
わ
る
と
こ
ろ
の
六
部
の
選
出
母
胎
で
あ
っ

て
（
職
員
令
集
解
鼓
吹
司
伴
記
所
引
和
銅
2
・
6
・
1
2
兵
部
式
、
延
窟
兵
庫
寮
式
）
、

楽
戸
な
ど
の
如
く
、
そ
の
も
の
自
身
が
特
技
所
有
者
で
あ
る
こ
と
と

は
事
情
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
集
解
法
家
の
解
釈
か
ら
出
発
し
て
、
別
記
の
内
容
1
1
戸
数
表

示
の
検
討
を
通
じ
て
、
深
部
の
性
格
を
論
じ
来
り
、
そ
の
中
に
二
種

の
系
統
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
の
べ
て
き
た
が
、
そ
の
こ
と
を
最
竜

よ
く
示
し
て
く
れ
る
の
が
、
次
ぎ
に
掲
げ
る
馬
寮
集
解
所
引
の
別
記

に
他
な
ら
な
い
。

以
前
聖
血
品
都
戸
、
三
差
兵
士
、
但
二
部
、
或
常
品
部
、
落
差
人
夫
年
代
宛

晶
部

　
こ
の
記
事
は
、
馬
寮
飼
丁
に
関
す
る
別
記
の
注
釈
に
続
く
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
内
容
的
に
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
右
掲
の

記
述
は
飼
丁
に
は
全
然
係
り
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
何

故
に
か
か
る
記
事
が
飼
丁
の
注
釈
の
後
に
挿
入
さ
れ
た
の
か
。
或
は
、

こ
れ
は
別
記
の
注
釈
で
は
な
く
し
て
、
別
記
を
引
用
す
る
古
記
或
は

令
釈
又
は
集
解
の
編
者
が
付
け
加
え
た
三
章
で
は
な
い
か
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
文
章
を
注
意
し
て
読
む
な
ら
ば
、
こ
の

よ
う
な
不
安
が
杷
憂
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
短
い

文
で
あ
る
が
、
主
文
と
但
書
の
二
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
主

文
の
大
意
は
、
雑
戸
品
部
の
兵
士
役
は
免
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
・
問
題
に
な
る
の
は
「
以
前
」
の
意
味
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を

次
の
「
雑
戸
贔
部
戸
」
に
か
か
る
形
容
旬
と
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
副
詞
と
し
て
、
両
論
の
間
に
読
点
を
入
れ
る
の
は
誤
り
で
あ

る
と
す
る
。
　
「
以
前
」
は
文
字
通
り
「
こ
れ
よ
り
前
の
」
の
意
で
あ

る
。
飼
丁
に
関
す
る
別
記
の
注
釈
が
、
職
員
令
別
記
の
最
後
の
竜
の

で
あ
る
こ
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
　
「
以
前
雑
下
品
部
芦
」
は
正
し
く

こ
れ
ま
で
注
記
し
て
き
た
雑
戸
昂
部
全
て
に
つ
い
て
と
い
う
意
味
に

な
り
、
飼
主
の
注
と
何
ら
関
係
の
な
い
こ
の
文
こ
そ
、
別
記
の
最
終

の
記
述
に
他
な
ら
ず
、
晶
部
雑
戸
全
体
を
受
け
て
、
そ
れ
が
兵
士
役

60　（896）



Yg部雑戸翻の再検討（狩野）

を
免
除
さ
れ
る
竜
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
今
こ
こ
で
直
接
必
要
な
の
は
、
実
は
つ
ぎ
の
僚
書
の
部
分
で
あ
る
。

文
字
通
り
の
意
味
は
〃
品
部
と
一
括
し
て
も
、
そ
れ
に
は
二
種
の
系

統
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
は
常
下
部
で
あ
り
、
今
一
つ
は
人
夫

に
差
す
年
に
代
っ
て
宛
て
る
品
部
で
あ
る
”
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ

ろ
う
。
後
巻
の
人
夫
に
差
す
と
は
す
な
わ
ち
藩
役
（
就
中
雑
樒
）
に
差

発
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
は
一
般
公
民
の
負
担
す
る
力
役

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
年
に
代
っ
て
陥
部
に
宛
て
る
と
い
う
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
は
正
に
さ
き
に
み
た
如
き
、
一
般
公
民
の
賦
役
の
一

種
と
し
て
の
戸
部
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
称
呼
と
し
て
は
常
晶
部

に
対
し
て
さ
き
に
黒
戸
の
と
こ
ろ
で
の
べ
た
借
品
部
が
適
合
し
よ
う
。

陵
戸
に
も
常
と
借
の
二
種
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
傍
証
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
前
に
の
べ
た

贔
部
の
二
系
統
は
、
こ
の
馬
寮
別
記
の
但
書
中
に
集
約
的
に
表
現
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
多
彩
な
内
容
を
含
む
晶
部
も
、

常
品
部
と
借
貸
部
、
す
な
わ
ち
世
業
相
伝
の
手
技
を
有
す
る
蒋
定
品

部
と
一
般
公
民
に
賦
課
さ
れ
る
賦
役
の
一
種
と
し
て
の
品
部
の
二
種

に
大
別
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
言
説
天
平
宝
字
三
年
九
月
戌
寅
の
「
停
廃
黒
部
、
混
入
三
戸
」
さ

れ
た
場
合
に
対
象
に
な
っ
た
品
部
は
、
に
わ
か
に
断
定
で
き
な
い
が
、

個
別
に
そ
の
解
放
が
問
題
に
な
る
の
は
、
鷹
戸
・
警
部
な
ど
の
常
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

部
で
あ
る
こ
と
も
参
照
に
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
雑
益
の

解
放
と
異
な
る
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
後
者
に
お
い
て
は

個
人
の
雑
戸
籍
か
ら
の
除
外
が
問
題
に
な
る
の
に
対
し
、
品
部
の
場

合
は
そ
の
所
属
官
［
司
の
改
廃
に
伴
い
そ
の
最
密
全
体
が
解
放
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

①
　
津
田
左
右
吉
『
日
本
上
代
史
の
研
究
』
（
や
Q
。
b
っ
）
、
川
上
多
助
『
日
本
古

　
代
社
会
史
の
研
究
』
（
や
O
Q
①
）
な
ど
。

②
　
関
晃
『
帰
化
人
』
（
唱
．
一
8
）

③
　
門
脇
落
目
「
古
代
畿
内
村
落
の
崩
壊
過
程
」
（
『
歴
史
評
論
』
五
ノ
ニ
）
、

　
野
村
忠
夫
「
律
令
制
官
人
構
成
に
つ
い
て
の
序
章
」
（
『
霊
亀
部
紀
要
』
四
）

　
福
毘
猛
市
郎
「
品
部
と
雑
戸
の
差
異
に
つ
い
て
偏
（
『
京
大
圏
史
論
集
』
の
）

④
続
紀
養
老
5
・
7
・
庚
午
（
鷹
戸
）
、
日
本
中
紀
弘
仁
2
・
8
・
己
丑

　
　
（
漆
部
）

　
　
　
　
　
三
豊
戸
の
牲
格

　
第
一
節
に
お
い
て
口
㎜
部
と
雑
戸
の
異
同
を
論
じ
た
際
に
、
口
㎜
部
に

あ
っ
て
は
、
服
役
法
と
課
役
免
除
の
範
囲
に
相
応
ず
る
関
係
が
あ
っ

て
、
文
字
通
り
、
後
看
は
前
者
の
反
対
給
付
の
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
雑
戸
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
梱
関
関
係
を
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見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
の
べ
、
後
戸
の
服
役
の
あ
り
方
の

多
様
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
課
役
免
除
の
整
一
性
は
雑
戸
の
有

す
る
別
の
性
格
か
ら
説
明
さ
る
べ
き
こ
と
を
記
し
た
。

　
二
戸
が
品
部
と
異
る
一
つ
の
重
要
な
特
性
は
、
贔
部
が
一
般
公
民

の
戸
籍
に
編
成
さ
れ
る
の
に
対
し
、
雑
戸
は
良
民
籍
に
は
入
れ
ら
れ

ず
、
特
殊
の
戸
籍
「
雑
戸
籍
」
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

三
戸
蟹
ハ
笹
叢
晒
。
）
接
写
ご
蓬
（
○
下
表
）
二
通
申
送
太
瞥
、
壷
薄
恥
、

其
六
戸
陵
戸
籍
、
鋼
更
写
一
通
、
宅
送
本
司
（
○
下
略
）
（
戸
令
造
戸
籍
条
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
雑
戸
籍
は
、
所
属
官
司
に
送
付
さ
れ
る
も
の
を

加
え
て
四
通
作
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
条
文
の
限

り
で
は
、
四
通
と
も
に
雑
戸
籍
が
別
箇
に
作
成
さ
れ
る
の
か
、
或
は

本
司
に
送
・
り
れ
る
も
の
だ
け
が
蒋
別
籍
で
、
太
政
官
に
送
付
さ
れ
る

二
通
及
び
国
衙
に
留
め
ら
れ
る
一
通
に
つ
い
て
は
、
雑
戸
籍
を
造
る

こ
と
な
く
、
一
般
戸
籍
に
編
成
さ
れ
る
も
の
な
の
か
は
必
ず
し
も
詳

ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
続
紀
に
み
え
る
学
名
解
放
の
記
事
が
、
雑

戸
籍
か
ら
の
離
脱
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
（
養
老
4
・
1
2
・
己
亥
）
、
ま

た
誤
っ
て
飼
丁
に
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
れ
以
来
「
未
軍
籍
貫
」
と
訴

え
て
い
る
こ
と
（
和
銅
6
・
5
．
甲
香
）
な
ど
か
ら
し
て
、
雑
纂
と
し

て
編
成
さ
れ
る
こ
と
が
、
一
般
公
民
籍
か
ら
の
除
外
を
意
味
し
、
雑

戸
籍
四
通
は
全
く
一
般
籍
と
は
別
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
新
井
毒
久
夫
氏
が
調
査
さ
れ
た
如
く
、
養
老
職

員
令
に
つ
い
て
繰
戸
所
属
の
官
司
の
職
掌
を
み
る
に
、
或
る
も
の
に

は
雑
戸
籍
管
掌
の
こ
と
が
あ
る
の
に
（
造
兵
司
・
典
鋳
司
の
雑
工
戸
、

鍛
冶
司
の
三
戸
、
左
右
馬
寮
の
飼
丁
）
、
或
る
も
の
に
は
そ
の
明
記
が
な
い

の
で
あ
る
（
内
蔵
寮
・
大
蔵
省
の
酉
済
戸
・
百
済
手
部
、
筥
陶
司
の
筥
戸
）
。

官
司
の
職
掌
に
省
略
の
あ
り
得
よ
う
筈
が
な
い
か
ら
、
造
戸
籍
条
の

一
般
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
種
の
島
町
に
は
特
別
籍
が
作
成

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
特
別
戸
籍
の
作

成
だ
け
を
竜
っ
て
は
、
雑
戸
の
特
性
を
尽
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
甲
に
あ
っ
て
乙
に
な
い
こ
と
を
同
等
の
比
重
で

あ
つ
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
造
戸
籍
条
に
雑

戸
籍
の
一
般
規
定
が
あ
る
こ
と
は
、
皆
皆
の
基
本
的
な
も
の
に
は
雑

戸
籍
の
作
成
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
事
実
個
女
の
回
心
に
あ
た
っ
て
調
べ
て
み
て
も
、
特
別
籍
が
作
成

さ
れ
な
い
筥
戸
や
百
済
手
部
の
一
部
は
、
尊
卑
絶
戸
の
中
で
は
例
外

的
な
料
物
貢
納
型
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
従
事
す
る
職
種
、
員
数
か

ら
し
て
も
、
雑
戸
籍
が
作
成
さ
れ
る
雑
工
戸
、
鍛
戸
、
飼
丁
に
は
及
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ば
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
体
に
造
籍
の
中
心
的
な
鼠
的
が
班
田
と
貢
租
徴
税
に
あ
る
こ
と

は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
雑
戸
籍
と
て
も
例
外
で

は
な
く
、
口
分
田
の
班
給
に
よ
っ
て
彼
ら
に
生
活
の
基
盤
を
あ
た
え

る
と
共
に
、
中
央
官
司
に
番
上
し
て
、
職
種
に
応
じ
た
彼
ら
の
実
役

を
徴
収
す
る
た
め
の
原
簿
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
反
面
お
竜
う
こ
と
は
、
か
か
る
本
司
直
結
の
雑
戸
籍
作
成
を
可

能
に
し
た
条
件
は
と
い
え
ば
、
さ
き
に
紙
張
に
つ
い
て
の
べ
た
如
き

農
村
に
点
在
す
る
形
態
で
は
な
し
に
，
集
団
的
に
、
い
わ
ば
雑
戸
村

の
如
き
も
の
を
形
成
し
て
、
共
通
な
生
活
圏
を
も
つ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
で
な
け
れ
ば
、
か
か
る
雑
戸
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
作
成
は
技
術
的
に
殆
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
従
っ
て
令
制
の
雑
戸
が
大
化
前
代
の
馬
飼
・
鍛
戸
と
比
較
し
た
場

合
に
最
も
異
な
る
点
は
、
特
励
戸
籍
を
介
し
て
所
属
官
司
と
の
隷
属

的
な
関
係
を
強
化
し
た
点
に
あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
雑
戸
籍
作

成
の
意
味
を
右
の
如
く
理
解
し
て
お
く
。

　
こ
の
よ
う
に
雑
戸
の
中
で
基
本
的
な
も
の
が
、
特
別
籍
を
介
し
て

本
司
の
直
接
的
な
人
身
支
配
を
受
け
た
こ
と
こ
そ
、
彼
ら
の
身
分
を

良
昆
中
黒
も
低
い
地
位
に
お
と
し
た
理
由
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
雑
戸
が
令
制
下
に
お
い
て
卑
賎
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

律
令
本
文
、
集
解
の
注
釈
、
正
史
の
記
事
な
ど
に
全
く
明
ら
か
な
こ

と
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
理
由
づ
け
は
今
田
充
分
な
さ
れ
て
い
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
単
純
に
江
戸
時
代
の
士
農
工
商
的
意
識
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

彼
ら
の
従
事
し
て
い
る
職
業
そ
の
も
の
の
賎
し
さ
に
求
め
た
り
、
彼

ら
に
帰
化
人
が
多
い
こ
と
を
も
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
ろ

う
。
勿
論
馬
飼
・
鍛
冶
に
対
す
る
黙
視
観
念
は
大
化
前
代
か
ら
既
に

形
成
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
当
時
の
封
鎮
的
な
社
会
に
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

帰
化
人
に
対
す
る
異
人
意
識
の
強
固
な
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は

　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
つ
　
　
も

な
い
が
、
そ
の
上
に
令
舗
の
支
配
構
造
が
彼
ら
に
賎
民
的
烙
印
を
お

し
た
事
情
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
雑
戸
が
卑
し
ま
れ

た
こ
と
を
示
す
資
料
を
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
雑
戸
一
汁
賎
民
観
念
で

割
り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

　
今
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
議
論
の
あ
る
雑
戸
と
一
般
良
民
と
の
通
婚

問
題
を
採
り
上
げ
て
み
よ
う
。
戸
婚
律
の
「
諸
雑
戸
不
得
与
良
人
為

婚
（
0
下
略
）
」
及
び
「
凡
雑
戸
養
良
人
為
子
孫
、
徒
一
年
半
、
養
家
人
奴

為
子
孫
、
徒
一
年
（
○
下
酪
）
」
を
採
る
な
ら
ば
、
絶
戸
は
良
人
と
の
通
婚

を
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
（
三
浦
周
行
、
祝
宮
町
、
福
尾
猛
市
郎
氏

　
②

な
ど
）
、
こ
れ
に
対
し
て
、
壷
金
当
路
婚
条
の
諸
法
家
（
令
釈
・
古
記
・
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張
・
穴
）
の
解
釈
を
と
る
な
ら
ば
「
雑
事
与
良
人
為
婚
聴
、
倶
陵
戸

不
聴
」
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
通
婚
は
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
③

る
（
滝
川
政
次
郎
氏
）
。
前
者
の
論
拠
は
、
戸
婚
律
が
唐
律
を
そ
の
ま

ま
に
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
斥
け
る
の
は
誤
り
で

あ
っ
て
、
実
際
に
当
時
効
力
を
有
し
て
い
た
律
を
空
文
と
考
え
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま
し
て
や
、
養
子
縁
組
の
律
に
は
、
わ
が

国
固
有
の
用
語
“
家
人
”
が
み
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実

効
力
は
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し

て
竜
、
両
者
の
通
婚
を
認
め
る
当
色
意
業
の
わ
が
国
電
法
家
の
学
説

を
全
く
無
視
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
雑
貨
が
良
民

た
る
こ
と
を
お
も
え
ば
、
両
者
の
通
婚
を
承
認
す
る
明
法
家
の
注
解

を
是
と
す
る
滝
川
説
屯
ま
た
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
を
二
戸
の
二
爾
的
性
格
－
良
民
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

賎
視
さ
れ
る
と
い
う
一
の
表
現
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
は
、

さ
き
に
も
み
た
如
く
、
令
制
の
雑
戸
支
配
の
特
色
が
雑
戸
別
造
籍
を

介
し
て
の
本
司
の
直
接
的
な
強
制
支
配
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
は

一
般
良
罠
社
会
と
戴
然
と
分
つ
雑
学
集
団
の
封
鎖
性
を
結
果
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
（
続
紀
に
み
え
る
雑
慮
解
放
堅
雪
は
そ
の
事
実
を
物
語
っ
て

い
る
）
な
ど
か
ら
考
え
て
、
わ
が
為
政
者
は
賎
民
た
る
こ
と
明
ら
か

な
唐
の
雑
戸
の
律
文
を
そ
の
ま
ま
に
採
用
し
、
雑
戸
と
良
人
の
通
婚

を
禁
じ
て
怪
ま
な
か
っ
た
事
情
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
現
実
の
慣
行
は
自
ら
別
で
あ
っ
た
。
雑
戸
1
1
良
民
の
原
型
か

ら
し
て
、
そ
の
本
貫
に
お
け
る
農
耕
生
活
を
考
え
る
と
き
、
雑
芦
が

一
般
良
罠
と
の
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
現
実
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
で
は
な
か
っ
た
か
。
諸
法
家
の
両
者
の
乱
婚
を
認
め
る
説
は
、
か

か
る
原
則
と
慣
習
に
基
い
て
た
て
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
へ
き
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
大
事
な
こ
と
は
一
般
良
民
と
の
通
電
が

雑
品
に
課
せ
ら
れ
た
世
業
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
許
せ

ぬ
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
当
色
婚
条
の
筆
記
が
良
人
と
の
通
婚
は
許

す
け
れ
ど
も
、
　
「
自
学
本
業
為
溝
隠
」
と
し
て
い
る
点
に
注
貧
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
私
は
滝
川
説
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
、
戸
婚
律
の
採
用
せ
ら
れ
た
事
情
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
お
も
う
。

　
そ
れ
で
は
、
律
令
政
府
が
、
雑
戸
の
世
襲
的
な
手
技
を
確
保
す
る

た
め
に
、
か
か
る
特
別
籍
に
よ
る
支
配
を
必
須
の
も
の
と
し
て
要
求

し
た
事
情
は
い
か
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

　
こ
れ
を
帰
化
人
系
の
特
殊
手
伎
の
確
保
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
説

明
し
得
な
い
こ
と
は
品
部
に
屯
ま
た
か
か
る
も
の
が
存
在
す
る
故
に
、
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充
分
な
説
明
に
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も
贔
部
と
雑

戸
を
分
つ
根
因
が
い
ろ
い
ろ
と
説
か
れ
て
き
て
い
る
。
井
上
光
貞
氏

は
大
化
前
代
の
貢
納
型
・
番
上
型
が
各
々
令
綱
に
お
い
て
晶
部
・
妻
戸

　
　
　
　
　
④

に
編
成
さ
れ
た
と
す
る
が
、
さ
き
に
も
み
た
如
く
令
制
の
南
部
顕
賞

は
そ
の
大
半
が
官
衙
番
上
を
基
調
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

し
て
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
上
戸
の
中
に
は
、
雑
工
事
鍛
戸

の
金
属
工
と
馬
飼
と
い
う
妙
な
取
り
合
せ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
技
術

の
種
9
で
考
え
る
こ
と
屯
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
令

制
が
職
業
民
を
細
部
と
雑
戸
の
二
系
統
に
分
類
し
た
事
情
は
何
か
。

一
つ
の
仮
論
で
あ
る
が
、
私
は
次
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
。
両
者
を
分

つ
た
理
由
は
、
そ
の
特
殊
技
術
の
内
容
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
一
に
、

雑
戸
の
中
で
特
別
籍
が
作
成
さ
れ
る
造
兵
司
の
雑
工
戸
、
鍛
冶
司
の

鍛
戸
、
垂
紐
の
馬
飼
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
鍛
戸
は
今
措
い
て
、
雑

工
戸
と
馬
飼
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
前
者
は
別
記
に
よ
れ
ば
面
戸
、

甲
作
、
無
作
、
弓
…
削
、
矢
作
、
靹
張
、
羽
結
、
枠
刊
の
八
の
職
種
に

わ
か
れ
、
全
部
で
四
六
八
戸
を
数
え
る
、
造
兵
司
所
管
の
武
器
具
の

生
産
担
当
者
で
あ
る
。
馬
飼
は
い
う
ま
で
も
な
く
乗
馬
の
飼
育
調
習

に
当
る
も
の
で
あ
る
が
、
別
記
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
馬
飼
造
（
伴
部
）

は
左
馬
寮
に
二
三
六
戸
、
右
馬
寮
に
二
三
〇
芦
、
馬
飼
（
雑
誌
）
は
左

に
銀
〇
二
戸
、
右
に
　
一
六
〇
芦
の
多
き
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
而
し
て

こ
の
馬
寮
管
掌
の
馬
を
単
・
に
天
皇
の
行
幸
等
儀
礼
的
な
行
事
に
動
員

さ
れ
る
も
の
と
の
み
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
令

舗
下
五
衛
府
軍
事
組
織
に
機
動
力
を
与
え
、
そ
の
武
力
的
基
礎
を
提

供
し
た
轟
々
の
軍
事
的
役
割
も
武
具
の
製
作
に
当
っ
た
造
兵
司
と
共

に
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
雑
立
中
に
お
い
て
そ
の

大
部
分
を
占
め
る
両
者
の
手
底
の
特
性
を
右
の
如
く
に
中
央
政
府
の

軍
事
力
と
関
係
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
ら

が
特
別
戸
籍
を
介
し
て
所
属
官
司
の
直
接
的
な
人
身
支
配
を
余
儀
な

く
せ
し
め
ら
れ
た
事
情
も
判
明
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鍛
冶
司

の
三
戸
に
関
し
て
は
、
造
兵
虚
血
工
芦
中
に
、
鍛
戸
が
含
ま
れ
て
い

て
、
面
前
は
そ
の
製
作
物
は
異
に
し
て
も
、
そ
の
技
術
に
お
い
て
は

同
質
の
も
の
で
あ
り
、
工
つ
の
鍛
戸
は
全
く
別
種
の
も
の
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
両
港
は
互
に
流
動
的
な
屯
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
軍
事
の
関
係
か
ら
、
特
別
籍
を
作
成
さ
れ
な
い
雑
戸

に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
百
済
手
部
・
驚
済
戸
は
一
般
の
皮
革
生
“

産
に
従
う
と
共
に
鞍
具
の
製
作
に
も
当
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意

さ
れ
る
（
職
員
令
大
蔵
雀
・
内
蔵
寮
・
左
馬
寮
条
な
ど
）
。

　
以
上
の
如
く
、
雑
戸
大
半
は
、
そ
れ
を
軍
事
関
係
の
技
術
労
働
に
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従
事
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ

そ
最
部
と
全
く
異
な
る
性
格
と
い
う
べ
く
、
ま
た
か
か
る
竜
の
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
中
央
政
府
は
彼
ら
を
直
接
官
司
下
に
隷
属
化
し
、

そ
の
手
伎
を
吸
収
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
し
さ
き
に
も
断
つ
た
如
く
、
雑
戸
の
う
ち
で
特
別
籍
を
作

成
し
な
い
筥
戸
に
つ
い
て
は
、
集
解
の
注
釈
に
よ
る
限
り
、
こ
れ
が

軍
事
と
関
係
あ
る
よ
う
に
は
お
も
わ
れ
ず
、
古
記
に
よ
る
と
、
彼
ら

の
製
作
す
る
筥
と
は
「
土
師
皿
器
」
と
あ
る
か
ら
、
尊
墨
は
前
代
の

土
師
部
の
一
部
の
遽
制
と
も
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
も
の
が
、
鍛
戸
・

馬
飼
同
様
に
雑
戸
に
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
、
前
代
土
師
部
の
賎
視

さ
れ
た
事
実
を
う
け
て
た
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、

雑
戸
の
中
核
は
そ
こ
に
は
な
く
、
造
兵
司
雑
鼠
戸
・
馬
飼
な
ど
の
武

器
具
の
製
作
に
従
事
し
、
武
力
（
馬
）
の
維
持
に
当
る
も
の
に
あ
っ

た
こ
と
は
す
で
に
み
た
如
く
で
あ
っ
て
、
両
論
の
技
術
的
な
同
質
性

で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
社
会
の
最
底
辺
に
お
か
れ
た
と
い
う
そ
の
社

会
的
地
位
の
同
等
性
こ
そ
が
、
両
者
を
雑
戸
と
し
て
近
づ
け
た
理
由

で
あ
ろ
う
。

　
延
喜
式
に
定
着
さ
れ
た
品
部
雑
戸
の
類
が
、
鼓
吹
戸
、
雑
工
業
、

鍛
戸
、
飼
戸
と
い
う
い
ず
れ
も
軍
事
関
係
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
こ

と
も
、
令
綱
の
雑
戸
が
中
央
政
府
の
軍
事
力
と
深
い
か
か
わ
り
を
も

っ
と
す
る
私
見
を
補
強
す
る
で
あ
ろ
う
。

①
　
井
上
光
焔
㎝
”
日
本
古
代
史
の
諸
問
題
』
（
℃
．
込
。
⑦
～
卜
⊃
G
。
）

②
三
浦
「
古
代
膜
畏
制
（
下
と
（
『
史
学
雑
誌
』
九
の
十
一
）
、
祝
宮
「
律

　
令
に
よ
る
雑
戸
陵
戸
の
比
較
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
三
五
の
十
二
）
、
　
福
尾

　
「
品
部
雑
戸
異
同
考
偏
　
（
『
．
歴
史
と
地
理
』
二
八
の
三
）

③
滝
川
「
中
古
賊
民
の
等
級
に
就
い
て
漏
（
『
史
学
雑
誌
』
二
五
の
五
、
八
）

　
「
雑
戸
と
陵
戸
の
異
岡
に
就
い
て
」
（
口
．
姻
学
院
雑
誌
』
一
二
六
の
一
）

④
井
上
陶
右
書
（
剛
w
．
ω
O
）
。

　
　
　
　
　
四
結
　
　
　
語

　
本
節
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
以
上
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
使

い
、
令
制
下
品
部
雑
戸
制
が
負
わ
さ
れ
た
直
会
的
機
能
と
そ
れ
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
そ
の
制
度
の
構
造
的
特
色
に
つ
い
て
、
　
一
応
の
瞥

見
を
与
え
て
お
き
た
い
。

　
品
部
と
雑
戸
の
差
異
は
明
確
で
あ
る
。
前
者
に
は
常
品
部
と
借
贔

部
の
二
系
統
が
あ
び
、
そ
の
職
種
は
極
め
て
多
彩
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

総
じ
て
奢
謬
言
乃
至
技
芸
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

後
者
は
、
特
別
籍
に
よ
っ
て
、
所
属
官
司
の
直
接
的
な
人
身
支
配
を

う
け
る
軍
事
関
係
の
専
業
集
団
を
中
心
に
、
編
成
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
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品部雑戸制の再検討（狩野）

　
し
か
し
ま
た
両
者
に
共
通
す
る
地
盤
も
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
示
す
屯
の
は
、
両
者
を
同
時
に

含
ん
で
い
る
造
兵
司
雑
工
戸
の
例
で
あ
ろ
う
。
鍛
戸
以
下
八
色
の
雑

戸
と
爪
工
以
下
一
二
色
の
晶
部
が
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ

っ
て
、
基
本
的
中
核
的
な
も
の
は
雑
戸
で
あ
っ
て
、
品
部
は
そ
の
補

助
的
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る

の
で
あ
る
（
前
者
が
閑
月
番
上
で
基
本
酌
な
武
具
の
製
作
に
当
る
の
に
対
し

て
、
後
難
は
臨
時
召
役
で
、
そ
の
製
作
す
る
武
具
も
前
者
に
比
し
て
軽
い
も

の
で
あ
る
）
。
こ
の
嬉
実
は
、
全
体
と
し
て
の
口
㎎
部
上
戸
綱
の
内
部
構

造
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
マ
を
予
想
さ

せ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
央
政
府
の
直
接
的
な
人
身
支
配
を

強
制
さ
れ
る
雑
戸
グ
ル
ー
プ
が
あ
た
か
も
岡
心
円
の
中
心
的
な
位
催

に
お
か
れ
、
そ
の
周
り
に
は
常
晶
部
が
、
さ
ら
に
そ
の
外
に
は
借
周

部
と
白
丁
雑
工
及
び
一
般
公
民
の
些
事
負
担
が
配
さ
れ
て
、
律
令
国

家
の
分
業
体
系
が
完
結
す
る
と
。
こ
れ
は
正
し
く
手
工
業
技
術
の
未

発
展
な
当
時
の
社
会
的
条
件
に
規
翻
さ
れ
た
分
業
綴
織
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
シ
ェ
ー
マ
は
国
家
権
力
維
持
に
い
か

に
軍
事
力
が
不
可
欠
の
竜
の
で
あ
る
か
を
示
す
も
の
で
竜
あ
ろ
う
。

　
贔
部
置
戸
制
は
大
化
前
代
品
書
の
遺
制
で
あ
る
。
し
か
し
、
累
代

賎
民
の
一
た
る
工
楽
置
戸
綱
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
律
令
国

家
は
右
の
如
き
前
代
に
そ
の
比
を
み
な
い
程
に
体
系
的
な
分
業
組
織

を
つ
く
り
あ
げ
た
こ
と
も
見
逃
せ
ぬ
事
実
で
あ
る
。
前
代
以
来
の
職

業
民
賎
視
観
念
を
う
け
て
、
か
か
る
令
綱
の
分
業
体
系
が
ま
た
、
遣

戸
の
身
分
的
地
位
を
お
と
し
め
、
彼
ら
を
準
賎
民
扱
い
す
る
に
至
っ

た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
雑
戸
身
分
の
賎
民
性
を
前
提

に
し
て
、
資
料
の
中
に
そ
の
徴
証
を
求
め
る
と
い
う
先
入
観
的
態
度

を
排
し
て
、
逆
に
い
か
に
し
て
彼
ら
が
蔑
視
さ
れ
た
か
と
い
う
事
情

を
彼
ら
の
支
配
の
さ
れ
方
の
中
に
求
め
る
態
度
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
雑
戸
が
贔
部
よ
り
身
分
的
に
低
い
と
す
る
通
説
的
理
解
も
こ
の
よ

う
な
事
情
を
背
景
に
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
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Russia　and　N．　Qrt・h－eastei’n　Asia　in　the

　　　　　　　Geographic　Recognition

　　　　　　　　　　　　　　　　　．by

　　　　　　　　　　　　Akio　Oshino

　　This　article　consists　of　the　following　three　niain　objects　：

〈1）　．I　trea℃European　recogn圭tion　of　Asia　and　the型πg動金銀Isla箪d

as，　a　baL　cl〈ground　of　accelerating　their　recognition，　investigating　the

£onditions　that　English　feseaych　for　the　north－eastern　route　according

to　thiS　condltion　happened　to　contact　x？clith・　Russia，　which　was　stimula一

’ted　to　advance　to　the　east．　（in　the　first　and　second　chapter．）

〈2）　the　transition　to　the　scientific　expleration，　such　as　Bering　as　a

’representatlve，　after　the　eighteenth　century　ac　nd．　as　a　result，　a　greaS

contribettion　in　ehlightenment　of　the　North　East　Anian　Strait，　which

each　rnap　in　each　step．　And　then　the　maP　of　Siberla　by　Cossal〈

bearing　sbrne　resemblance　to　that　by　Arabian．　（in　the　fiftl｝　and　sixth

・chaPte’rs．）

（3）　the　geographic　exploration　in　．　the　eighteenth　century　conslsted

in　a　link　of　modernization・　policy　by　Peter　the　Great，　supported　by

the　EuroPean　arrangetnent　of　scientlfic　system　and　led　by　scholars　of

’the　western　Europe．

1・・ゆ・irc・m・t・nce・R・ssi・n　9・聯phers　were　t・a量・・d・・th・m・d・r・

geography　of　RussiRc　was　forrned・and　among　them　was　a　lead．ing

person　Lomonosoy．　ln　the　cradle　of　Russian　modern　geography　the

nortla－eastern　Asia　was　a　material　and　field，　the　mother　o’S　the　Russian

’inodem　geography．　（ip　tke　seventh　chapter．）

Reexamination　of　Shiuabe品部Z々融。雑戸System

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hisashi　Kano

　　It　is　the　Zα競。雑戸system　to　discriminate　the　Shinabe品部sysもe煎

：before　The　Taiha大化era　from．the　Shinabe－Zakleo晶部雑戸system　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1006）



Ritsieryo”　G“一e＄，一　in　itself　and　to　mai”k　the　latter　against　the　former．

　　The　period　of　this　systematic　transition　consists　in　the　fit6　KSim”：，

dynasty　when　the　central　system　of　o茄cials　in　R5オ∫脚ツ6律令was

completed．

　　General　opinon　is　correct　that　the　zaleleo　is　personally　lower　than．

the　Shinabe　then　the　former　studies　did　not　explai．n　clearly　why　the

Zakleo　who　was　Rッ伽勿良民in　law　was　made　a　humble　person．

　　1　want　to　emphasize　its　military　ftmction　as　one　of　causes．　Shinabe－

Zakko贔部郷戸syste狙was　orga並ed　on　the　basis　of　the　Za　le　feo雑踏

who　was　given　such　a　social　function．

　　1　will　approach　the　prob16m　by　raaking　clear　the　whole　structure

of　this　system．

　　　　　　　　　　　　　　Mediaeval　Japan－Kaoli　Relations

　　　　　　　　　and　Kaoli　Edition　of　Buddhist　Scr玉ptures

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shump6　Horiike

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
　　The　ci耐wars　in　the　Onin　and　Bunmei応仁・文明eras　reduced

many　Buddhist　temples　and　Shinto　shrines　to　ashes，　and　they　were

to　be　reconstructed　one　after　a孕other。　Enough．subscriptions　for　the

reconstruetion，　however，　could　hard1y　be　hoped　for　at　home．　On　the．

other　hand　some　peoPle　hankered　for　Kaoli　copies　of　the　Buddhist

Scriptures．　Neither　were　profits　from　trade　remained　unnoticed．

Under　these　circumstances　trading　ships，　called‘‘Kaoli　vessels”，　came

to　ply　between　Japan　and　Kaoli．　In　Kaoli　under　the　Li　Dynasty．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
which　was　contemporaneous　with　our　Onin　and　Bum7nei　eras，　a．

national　policy　based　on　Confucianism　was　fol！owed，　and　the　Buddhist

Scriptures　were　considered　useless，　if　not　harmful，　For　this　reason，．

to　give　away　K：aoli　copies　of　them　to　the　∫apanese　visitors　Was　in

line　with　Kaolis　basic　policy，　and　in　addition　would　be　taken　fof　an．

act　of　magnanimity　worthy　of　a　great　country．

　　Atypical　case　of　importing　Scriptures　into∫apan　was　that　by　a．

‘℃011ection　ship”atrading　ship，　owned　by　the　Eπノ6ガ門成寺’Temple
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